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�

詩
人
の
ま
な
ざ
し
、
詩
人
へ
の
ま
な
ざ
し

―

『
詩
經
』
に
お
け
る
詩
中
の
語
り
手
と
作
者
と
の
關
係
に
つ
い
て
の
認
識
の
變
化―

種
村
和
史

Ⅰ　

問
題
設
定

詩
經
の
詩
篇
は
、
そ
の
創
作―

受
容
・
解
釋―
再
受
容
・
再
解
釋
の
過
程
で
、
相
關
連
し
つ
つ
も
互
い
に
異
な
る
複
數
の
意
味

の
位
相
を
幾
重
に
も
內
包
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
事
實
を
歷
代
の
詩
經
學
者
が
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
車
行
建
氏
は
指
摘
し
、
そ

の
代
表
的
な
言
說
を
列
擧
し
て
い
る）

�
（

。
そ
れ
ら
を
整
理
し
て
示
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

�　

詩
人
之
意
〔
本
義
〕・
太
師
之
職
〔
末
義
〕・
聖
人
之
志
〔
本
義
〕・
經
師
之
業
〔
末
義
〕

（
北
宋
・
歐
陽
脩
『
詩
本
義
』「
本
末
論）

（
（

」）

（　

詩
人
之
意
・
編
詩
之
意	

（
淸
・
姜
炳
璋
『
詩
序
補
義
』
綱
領）

（
（

）



（

（　

作
詩
者
之
心
・
采
詩
編
詩
者
之
心
・
說
詩
者
之
心
・
賦
詩
引
詩
者
之
心	

（
淸
・
魏
源
『
詩
古
微）

（
（

』）

（　

作
詩
之
誼
・
讀
詩
之
誼
・
太
師
采
詩
瞽
矇
諷
誦
之
誼
・
周
公
用
爲
樂
章
之
誼
・
孔
子
定
詩
建
始
之
誼
・
賦
詩
引
詩
節
取
章
句

之
誼
・
賦
詩
寄
託
之
誼
・
引
詩
以
就
己
說
之
誼	

（
淸
・
龔
橙
『
詩
本
誼）

（
（

』）

右
の
四
家
が
述
べ
る
意
味
の
位
相
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
繁
簡
の
差
が
あ
る
が
共
通
點
も
あ
る
。
龔
橙
は
、「
讀
詩
の
誼
」（「
誼
」
は

「
義
」
の
古
今
字）

（
（

）
を
そ
れ
以
下
の
諸
々
の
「
誼
」
と
竝
列
さ
せ
る
形
で
擧
げ
て
い
る
。
だ
が
、
太
師
・
瞽
矇
、
周
公
、
孔
子
等
、
そ

れ
ぞ
れ
の
立
場
に
由
來
す
る
目
的
と
方
針
こ
そ
異
な
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
既
存
の
詩
を
「
讀
む
（
あ
る
い
は
そ
れ
以
外
の
方
法
で
享

受
す
る
）」
と
い
う
行
爲
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
う
點
か
ら
言
え
ば
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
は
「
讀
詩
の
誼
」
の
下
位
區
分
と
位
置
づ
け

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
龔
橙
の
說
は
、
單
純
化
す
れ
ば
作
詩
の
誼―

讀
詩
の
誼
と
い
う
模
式
に
收
斂
さ
せ
得
る
。
姜
炳
璋

は
「
詩
人
の
意
」
と
相
竝
ぶ
も
の
と
し
て
「
編
詩
の
意
」
を
擧
げ
て
い
る
。
だ
が
、
詩
經
の
編
集
と
い
う
行
爲
が
、
既
存
の
詩
を
編
者

の
觀
點
に
よ
っ
て
讀
解
し
て
見
出
し
た
意
味
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
着
目
す
れ
ば
、
こ
れ
を
「
讀
詩
の
意
」
と
讀
み
換
え
て
も

大
過
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
四
說
い
ず
れ
も
詩
人
が
詩
に
込
め
た
意
味
と
享
受
者
が
解
釋
を
通
じ
て
見
出
し
た
意
味
と

い
う
對
比
關
係
を
軸
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
四
說
の
差
異
は
、
享
受
者
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
ど
の
程
度
に
分
節
す
る
か
に
よ

っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
歷
代
の
詩
經
注
釋
者
は
右
の
四
家
の
い
ず
れ
も
指
摘
し
て
い
な
い
も
う
一
つ
の
意
味
の
位
相
を
意
識
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、

詩
中
の
語
り
手
と
作
者
（
詩
人
）
と
を
同
一
視
す
る
か
別
存
在
と
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
詩
中
で
歌
わ
れ
て
い

る
主
人
公
と
詩
中
の
語
り
手
と
を
同
一
視
す
る
か
別
存
在
と
す
る
か
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
作
詩
の
意
の
內
部

を
さ
ら
に
構
造
化
し
て
捉
え
る
か
否
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
歷
代
の
詩
經
學
者
は
さ
ま
ざ
ま
な
態
度
を
採
り
、
そ



（

詩人のまなざし、詩人へのまなざし

の
こ
と
が
解
釋
に
影
響
を
與
え
て
い
る
。

『
毛
詩
正
義
』（
以
下
、「
正
義
」
と
略
稱
）
に
お
い
て
、
作
中
の
語
り
手
・
主
人
公
が
作
者
と
一
體
で
は
な
い
と
い
う
發
言
が
し
ば

し
ば
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
楊
金
花
氏
が
、「
正
義
の
著
者
孔
穎
達
は
…
…
詩
中
の
主
人
公
が
詩
篇
の
作
者
本
人

と
は
同
一
で
は
な
い
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
（
孔
穎
達
…
…
認
識
到	

…
…
詩
中
的
事
主
也
不
等
同
於
作
者
本
人）

（
（

）」
と
指
摘
す
る
と
お

り
で
あ
る
。
筆
者
も
こ
の
こ
と
を
、
少
な
く
と
も
詩
の
一
部
に
虛
構
が
存
在
し
得
る
と
正
義
が
認
識
し
て
い
た
こ
と
の
證
左
の
一
つ
と

し
て
以
前
檢
討
し
た
こ
と
が
あ
る）

（
（

。
作
中
の
語
り
手
と
作
者
と
を
別
存
在
と
し
て
捉
え
た
こ
と
、
こ
れ
は
正
義
の
解
釋
學
的
達
成
の
一

つ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
は
た
し
て
そ
の
よ
う
に
考
え
て
よ
い
か
ど
う
か
は
愼
重
に
考
察
す
る
必
要

が
あ
る
。

朱
熹
の
詩
經
解
釋
を
特
色
づ
け
る
も
の
と
し
て
名
高
い
淫
詩
說
は
、
詩
經
の
一
部
の
詩
篇
を
不
道
德
な
事
柄
を
詠
っ
た
詩
と
捉
え
、

こ
れ
ら
を
孔
子
が
詩
經
の
一
篇
と
し
て
收
錄
し
た
の
は
、
讀
者
が
淫
詩
を
讀
ん
で
詩
中
の
行
爲
に
對
し
て
嫌
惡
感
を
抱
き
、
自
身
は
そ

の
よ
う
な
不
道
德
に
陷
ら
な
い
よ
う
に
道
德
的
な
生
き
方
を
心
が
け
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
た
め
と
考
え
る
說
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
詩
篇
に
あ
っ
て
は
、
詩
中
の
不
道
德
な
行
爲
や
感
情
が
無
反
省
に
謳
歌
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
讀
者
に
嫌
惡
感
を
抱
か
せ
、

反
面
敎
師
と
し
て
の
役
割
も
期
待
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
淫
詩
說
と
は
、
道
德
的
な
無
反
省
と
い
う
點
で
、
作
中
の
語
り
手
・
主
人
公

と
作
者
と
の
閒
に
乖
離
は
な
い
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
說
で
あ
る
。
實
際
『
詩
集
傳
』（
以
下
、『
集
傳
』
と
略
稱
）
を
見

る
と
、
こ
れ
ら
の
詩
は
作
者
が
自
ら
の
行
爲
を
詠
っ
た
も
の
で
あ
る
と
解
釋
さ
れ
て
い
る）

（
（

。
檀
作
文
・
王
倩
兩
氏
は
、『
集
傳
』
に
は

淫
詩
說
を
は
じ
め
と
し
て
こ
の
よ
う
な
觀
點
に
立
っ
た
解
釋
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
こ
と
を
「
詩
歌
の
抒
情
主
體
と
作
者
と
の
一
體

化
」
と
し
て
說
明
し
、
朱
熹
が
文
學
性
の
高
い
解
釋
を
實
現
し
得
た
大
き
な
要
因
と
し
て
注
目
し
て
い
る）

（（
（

。
こ
れ
に
據
れ
ば
、
作
中
の

語
り
手
と
作
者
と
を
別
存
在
と
し
て
捉
え
る
正
義
の
認
識
は
、
む
し
ろ
詩
篇
の
敍
情
性
を
充
分
に
把
握
す
る
こ
と
を
阻
害
し
た
と
い
う



（

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
は
、
現
代
の
我
々
の
通
常
の
文
學
理
解
で
は
測
れ
な
い
部
分
が
あ
る
の
で
あ

る
。歷

代
の
詩
經
解
釋
學
史
に
お
い
て
は
、
詩
經
の
詩
中
に
登
場
す
る
人
物
は
歷
史
上
に
實
在
し
て
い
て
、
そ
こ
に
詠
わ
れ
た
事
柄
は
實

際
に
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
解
釋
を
行
う
こ
と
が
主
流
で
あ
っ
た）

（（
（

。
漢
唐
詩
經
學
の
集
大
成
の
位
置
を
占
め
る
正
義
は
、
も

ち
ろ
ん
「
詩
を
以
て
史
に
附
す
」
と
い
う
認
識
に
立
っ
て
い
る
。
詩
中
の
出
來
事
が
實
際
に
起
こ
っ
た
事
柄
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を

詠
っ
た
の
は
そ
の
出
來
事
の
當
事
者
で
は
な
い―

そ
の
場
合
、
詩
の
作
者
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
、
疏

家
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
ら
の
認
識
構
造
の
中
に
は
一
筋
繩
で
は
い
か
な
い
論
理
が
存
在
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

こ
の
問
題
は
、
詩
經
の
文
學
的
解
釋
の
歷
史
を
考
え
る
上
で
重
要
な
問
題
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て

考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
檀
作
文
氏
・
王
倩
氏
は
朱
熹
の
詩
經
學
を
考
察
す
る
中
で
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
詳
し
い
考
察
を

行
っ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ
の
歷
史
的
展
開
の
樣
相
・
詩
經
の
編
集
者
に
つ
い
て
の
認
識
と
の
關
係
・
道
德

性
を
追
求
し
た
解
釋
と
の
關
係
な
ど
考
察
す
べ
き
點
が
な
お
多
く
殘
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
こ
れ
ら
の
諸
點
を
解
明
す
る
た
め
の
基
礎

的
作
業
と
し
て
、
漢
唐
詩
經
學
の
集
大
成
と
し
て
の
正
義
、
宋
代
詩
經
學
の
先
驅
け
と
し
て
の
歐
陽
脩
、
宋
代
詩
經
學
の
集
大
成
者
と

し
て
の
朱
熹
と
い
う
三
人
の
代
表
的
學
者
の
認
識
の
形
の
比
較
を
行
う
。
考
察
に
あ
た
っ
て
、
檀
氏
・
王
氏
を
は
じ
め
先
人
の
研
究
成

果
に
負
う
と
こ
ろ
多
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

詩
人
は
詩
世
界
に
對
し
て
ど
の
よ
う
な
ま
な
ざ
し
を
投
げ
か
け
て
い
る
か
、
詩
人
は
詩
の
內
部
か
ら
我
々
讀
者
を
い
か
な
る
ま
な
ざ

し
で
見
つ
め
て
い
る
か
、
そ
し
て
歷
代
の
詩
經
學
者
は
、
詩
人
に
對
し
て
い
か
な
る
ま
な
ざ
し
を
も
っ
て
捉
え
て
い
る
か―

本
稿
は
、

詩
經
の
詩
篇
を
め
ぐ
る
「
ま
な
ざ
し
」
の
問
題
の
考
察
で
あ
る
。

な
お
、
人
格
の
一
致
不
一
致
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
詩
中
の
語
り
手
と
作
者
の
他
に
、
作
中
の
主
人
公
と
語
り
手
と
の
關
係
を



（

詩人のまなざし、詩人へのまなざし

含
み
得
る
こ
と
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
だ
が
、
本
稿
で
は
考
察
の
焦
點
を
主
に
前
者
に
合
わ
せ
、
後
者
に
關
し
て
は
付
隨
的

に
扱
う
。
こ
れ
は
、
歷
代
の
詩
經
の
注
釋
に
お
い
て
は
、
こ
の
兩
者
は
一
致
す
る
と
い
う
認
識
の
も
と
に
解
釋
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
多

い
こ
と
か
ら
、
議
論
が
煩
雜
に
陷
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
。

本
稿
で
は
各
詩
篇
に
つ
い
て
『
毛
詩
正
義
』（「
正
義
」
と
略
稱
）・『
詩
本
義
』・
朱
熹
『
詩
集
傳
』、
お
よ
び
「
詩
序
辨
說
」、
そ
れ

ぞ
れ
の
解
釋
の
比
較
を
行
う
。
說
を
對
比
す
る
便
宜
を
考
え
て
、
各
詩
篇
ご
と
に
一
連
番
號
を
附
し
、
正
義
（『
毛
詩
正
義
』）・
本
義

（『
詩
本
義
』）・
集
傳
（『
詩
集
傳
』）・
辨
說
（「
詩
序
辨
說
」）
の
略
號
で
出
典
を
示
す
。

Ⅱ　

詩
中
の
語
り
手
と
作
者
と
の
關
係
に
つ
い
て
の
認
識
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

前
章
に
列
擧
し
た
問
題
群
を
檢
討
す
る
に
先
立
っ
て
、
詩
の
語
り
手
と
作
者
と
の
關
係
に
つ
い
て
の
認
識
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と

そ
の
流
れ
を
概
觀
す
る
た
め
に
、
正
義
・
歐
陽
脩
・
朱
熹
の
三
者
の
解
釋
を
見
て
み
よ
う
。
取
り
上
げ
る
詩
は
、
衞
風
「
氓
」
で
あ
る
。

衞
の
宣
公
の
時
、
世
に
蔓
延
し
て
い
た
不
道
德
な
風
氣
に
犯
さ
れ
、
浮
氣
男
の
言
う
が
ま
ま
に
出
奔
し
た
女
性
が
、
容
色
衰
え
男
に

棄
て
ら
れ
、
男
を
怨
み
若
き
日
の
自
分
の
淺
は
か
な
振
る
舞
い
を
後
悔
す
る
と
い
う
內
容
を
持
つ
本
詩
に
對
し
て
、
正
義
は
次
の
よ
う

に
言
う
。

①―

正
義　

そ
の
〔
欲
望
の
ま
ま
に
男
は
女
を
誘
惑
し
女
は
男
に
從
い
出
奔
し
て
恥
じ
な
い
の
が
當
た
り
前
に
な
っ
て
い
た
衞

の
國
の
〕
中
に
、
あ
る
い
は
〔
男
に
棄
て
ら
れ
〕
困
じ
果
て
て
自
ら
そ
の
連
れ
合
い
に
棄
て
ら
れ
失
っ
た
こ
と
を
悔
い
る
者
も
い

た
。
故
に
、
彼
女
が
自
ら
悔
い
て
い
る
こ
と
を
敍
述
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
當
時
の
風
氣
を
刺
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
美
す
る
」
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と
い
う
の
は
、
こ
の
婦
人
が
、
正
道
に
立
ち
戻
っ
て
自
ら
悔
い
て
い
る
こ
と
を
美ほ

め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
當
時
の
淫
溢
な
風
氣
を
刺

っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
其
中
或
有
困
而
自
悔
棄
喪
其
妃
耦
者
、
故
敍
此
自
悔
之
事
、
以
風
刺
其
時
也
。
美
者
、
美
此
婦
人
反
正
自

悔
、
所
以
刺
當
時
之
淫
泆
也
）

本
詩
は
、「
來
り
て
絲
を
貿か

は
ん
と
す
る
に
匪あ

ら

ず
、
來
り
て
我
に
即つ

い
て
謀は

か

ら
ん
と
す
（
匪
來
貿
絲
、
來
即
我
謀
）」「
我
の
爾な

ん
じ

に
徂ゆ

き
し
よ
り
、
三
歲
食
貧
し
き
あ
り
（
自
我
徂
爾
、
三
歲
食
貧
）」
と
い
う
よ
う
に
、
女
性
が
自
分
の
境
遇
を
一
人
稱
で
物
語
る
形
で
詠

わ
れ
て
い
る
が
、
正
義
は
「
故
に
此
の
自
ら
悔
ゆ
る
の
事
を
敍
べ
て
、
以
っ
て
其
の
時
を
風
刺
す
る
也
」
と
言
う
よ
う
に
、
作
中
の
語

り
手
と
作
者
と
は
異
な
っ
て
い
て
、
女
性
が
語
っ
た
事
柄
を
作
者
が
敍
述
し
て
詩
と
し
て
定
着
さ
せ
た
と
考
え
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う

に
女
性
の
不
幸
を
敍
述
し
た
の
は
、
當
時
の
亂
れ
た
風
氣
を
批
判
す
る
た
め
だ
っ
た
と
言
い
、
詩
が
社
會
的
な
目
的
意
識
を
も
っ
て
作

ら
れ
た
と
い
う
考
え
方
を
示
し
て
い
る
。
同
時
に
、「
其
の
中
に
或
い
は
…
…
者
有
り
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
詩
に
詠
わ
れ
た
人
物
と

事
柄
が
實
際
に
存
在
し
た
も
の
だ
と
い
う
認
識
を
基
盤
に
し
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る
。
實
在
し
た
女
性
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
彼
女
自
身

の
境
遇
を
、
第
三
者
で
あ
る
詩
人
が
敍
述
し
詩
と
い
う
形
式
に
定
着
さ
せ
た
、
詩
の
內
容
を
廻
っ
て
、
事
件
の
當
事
者
で
あ
り
語
り
手

で
あ
る
實
在
の
人
物
と
、
そ
れ
を
敍
述
し
た
詩
の
作
者
と
い
う
二
者
の
關
與
を
想
定
し
、
故
に
詩
の
內
容
と
表
現
體
と
し
て
の
詩
と
は

直
接
結
ば
れ
ず
、
あ
る
種
の
フ
ィ
ル
タ
の
介
在
に
よ
っ
て
敍
述
の
視
點
が
屈
折
し
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

正
義
が
こ
の
よ
う
に
、
作
中
の
語
り
手
と
作
者
と
を
別
存
在
と
し
て
解
釋
し
た
の
は
、
小
序
の
說
に
從
っ
た
た
め
で
あ
る
。
本
詩
の

小
序
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
氓
」
は
、
時
勢
を
刺
る
詩
で
あ
る
。
衞
の
宣
公
の
時
、
禮
義
は
消
え
亡
び
て
、
淫
蕩
な
風
氣
が
蔓
延
し
、
男
女
の
別
も
な
く
、



（

詩人のまなざし、詩人へのまなざし

つ
い
に
互
い
に
誘
惑
し
出
奔
す
る
の
が
當
た
り
前
に
な
っ
た
。
年
を
と
り
容
色
が
衰
え
る
と
、
ま
た
互
い
に
裏
切
り
棄
て
去
っ
た

も
の
だ
っ
た
。
そ
の
中
に
あ
る
い
は
〔
男
に
棄
て
ら
れ
〕
困
じ
果
て
て
そ
の
連
れ
合
い
を
失
っ
た
こ
と
を
後
悔
す
る
者
も
い
た
。

故
に
彼
女
の
境
遇
を
敍
述
し
そ
れ
に
よ
っ
て
風
刺
し
た
。
正
道
に
立
ち
戻
っ
た
こ
と
を
美
め
、
淫
溢
を
刺
っ
た
（
氓
、
刺
時
也
。

宣
公
之
時
、
禮
義
消
亡
、
淫
風
大
行
、
男
女
無
別
、
遂
相
奔
誘
。
華
落
色
衰
、
復
相
棄
背
。
或
乃
困
而
自
悔
、
喪
其
妃
耦
、
故
序

其
事
以
風
焉
。
美
反
正
、
刺
淫
泆
也
）

小
序
は
「《
氓
》
は
時
を
刺
る
な
り
」
と
言
い
、
本
詩
が
作
ら
れ
た
の
は
、
不
幸
な
女
性
が
自
分
の
身
の
上
を
嘆
く
と
い
う
個
人
的

な
目
的
の
た
め
で
は
な
く
、
社
會
性
を
持
っ
た
目
的
意
識
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
明
言
す
る
。
さ
ら
に
「
正
に
反か

え

る
を
美ほ

め
、
淫
泆
を

刺
る
」
と
、
女
性
の
行
動
を
道
德
的
見
地
か
ら
評
價
し
て
い
る
と
も
言
う
。
こ
の
考
え
方
に
立
て
ば
、
作
中
の
語
り
手
で
あ
る
女
性
は

本
詩
の
作
者
た
り
得
な
い
。
正
義
は
こ
の
小
序
の
認
識
に
從
っ
て
、
作
中
の
語
り
手
と
作
者
と
を
別
存
在
と
捉
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

故
に
、
作
中
の
語
り
手
と
作
者
と
が
異
な
る
と
い
う
認
識
は
、
正
義
に
至
っ
て
は
じ
め
て
出
現
し
た
も
の
で
は
な
く
、
漢
唐
詩
經
學
通

じ
て
の
基
本
的
認
識
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
歐
陽
脩
も
持
っ
て
い
る
。『
詩
本
義
』
は
本
詩
に
つ
い
て
、

①―

本
義　

い
ま
考
察
す
る
に
、
本
詩
は
全
篇
み
な
女
性
が
そ
の
男
を
責
め
る
言
葉
で
あ
る
（
今
考
其
詩
、
一
篇
始
終
皆
是
女

責
其
男
之
語
…
…
）

詩
に
敍
述
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
據
れ
ば
、
女
性
が
棄
て
ら
れ
追
い
出
さ
れ
て
怨
み
悔
や
ん
で
、
男
が
彼
女
と
知
り
合
っ
た
ば
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か
り
の
こ
ろ
の
眞
心
こ
も
っ
た
樣
子
を
追
想
し
敍
述
し
、
彼
が
と
う
と
う
自
分
を
裏
切
り
棄
て
去
っ
た
こ
と
を
責
め
る
言
葉
が
書

か
れ
て
い
る
（
據
詩
所
述
、
是
女
被
棄
逐
、
怨
悔
而
追
序
與
男
相
得
之
初
殷
勤
之
篤
、
而
責
其
終
始
棄
背
之
辭
云
…
…
）

と
言
い
、
一
見
女
性
自
ら
が
本
詩
を
作
っ
た
と
考
え
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

序
に
は
た
だ
「
そ
の
こ
と
を
敍
述
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
風
刺
し
た
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
基
づ
け
ば
、
こ
の
詩
は
詩
人
が
女

性
の
言
葉
を
敍
述
し
た
も
の
で
あ
る
（
據
序
但
言
序
其
事
以
風
、
則
是
詩
人
序
述
女
語
爾
）

詩
は
、
女
が
「
わ
た
し
は
あ
の
男
に
誘
惑
さ
れ
て
出
奔
し
た
」
と
言
っ
た
の
を
敍
述
し
て
い
る
（
詩
述
女
言
我
爲
男
子
誘
而
奔

也
）

「
詩
人
は
女
の
語
を
述
ぶ
」「
詩
は
女
の
言
を
述
ぶ
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
歐
陽
脩
は
正
義
と
同
樣
、
や
は
り
小
序
の
記
載
に
基
づ

き
、
詩
中
の
語
り
手
と
作
者
と
は
別
存
在
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る）

（（
（

。

と
こ
ろ
が
、
朱
熹
に
お
い
て
は
認
識
が
一
變
す
る
。『
集
傳
』
は
本
詩
を
淫
詩
と
し
て
捉
え
次
の
よ
う
に
言
う
。

①―

集
傳　

本
詩
は
、
淫
婦
が
人
に
棄
て
ら
れ
、
そ
の
顛
末
を
自
ら
述
べ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
の
悔
恨
の
氣
持
ち
を
言
い
表

そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
（
此
淫
婦
爲
人
所
棄
、
而
自
述
其
事
、
以
道
其
悔
恨
之
意
也
）
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朱
熹
は
、「
淫
婦
…
…
自
ら
其
の
事
を
述
ぶ
」
と
言
い
、
本
詩
の
作
者
が
本
詩
の
語
り
手
で
あ
る
女
性
自
身
で
あ
る
と
言
う
。
彼
の

解
釋
で
は
、
正
義
と
歐
陽
脩
の
そ
れ
に
存
在
し
て
い
た
詩
中
の
語
り
手
と
作
者
と
の
閒
の
距
離
が
消
失
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

先
に
、
正
義
と
歐
陽
脩
が
詩
中
の
語
り
手
と
作
者
と
を
別
存
在
と
し
て
捉
え
た
の
は
、
小
序
の
說
に
從
っ
た
た
め
と
述
べ
た
。
朱
熹

は
、「
詩
序
辨
說
」
に
お
い
て
、
本
詩
の
小
序
を
批
判
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

①―

辨
說　

本
詩
は
刺
詩
で
は
な
い
。
宣
公
に
つ
い
て
の
詩
だ
と
い
う
の
は
そ
の
根
據
は
不
明
で
あ
る
。「
故
に
其
の
事
を
序

す
」
以
下
も
ま
た
正
し
く
な
い
。「
正
し
き
に
反
る
を
美
す
」
と
言
う
の
も
、
と
り
わ
け
理
に
適
わ
な
い
（
此
非
刺
詩
。
宣
公
未

有
考
。
故
序
其
事
以
下
亦
非
是
。
其
曰
美
反
正
者
尤
無
理
）

こ
こ
で
彼
は
、
本
詩
が
刺
詩
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
。
詩
中
の
語
り
手
と
作
者
と
が
一
體
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
、
詩
序
の

「
美
刺
」
說
の
否
定
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

以
上
か
ら
、
本
稿
で
扱
う
問
題
の
見
取
り
圖
が
描
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
詩
中
の
語
り
手
・
主
人
公
と
作
者
の
關
係
に
つ
い

て
、
正
義
（
お
よ
び
そ
れ
に
結
實
す
る
漢
唐
詩
經
學
）
は
別
存
在
と
捉
え
、
歐
陽
脩
は
そ
の
說
を
繼
承
し
た
の
に
對
し
、
朱
熹
は
語
り

手
・
主
人
公
と
作
者
と
を
同
一
視
し
た
。
彼
ら
の
認
識
の
差
異
は
、
小
序
の
說
に
從
う
か
否
か
と
い
う
違
い
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
、

そ
れ
は
す
な
わ
ち
作
詩
の
目
的
に
、
個
人
的
感
慨
の
吐
露
に
止
ま
ら
な
い
、
社
會
に
向
け
ら
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
が
存
在
し
た
か
否
か

と
い
う
認
識
に
直
結
し
て
い
る
。

右
の
三
者
の
注
釋
中
に
は
、「
述
」（
ま
た
「
敍
」、
お
よ
び
そ
の
同
義
語
と
し
て
の
「
序
」）
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
術
語
を
含
む
文
に
は
、
詩
中
の
內
容
が
ど
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
何
に
基
づ
い
て
、
何
を
材
料
と
し
て
、
表
現
さ
れ
て
い
る
か
に
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つ
い
て
の
注
釋
者
の
考
え
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
を
手
掛
か
り
と
す
れ
ば
、
問
題
を
考
察
す
る
材
料
を
收
集
す
る
こ
と

も
容
易
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
で
き
る
。
以
下
の
章
で
は
、
こ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
活
用
し
つ
つ
、
右
の
見
取
り
圖
に
從
っ
て
、

そ
の
內
部
に
潛
む
問
題
點
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

Ⅲ　

メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
と
し
て
の
詩
人―

正
義
の
認
識

正
義
が
、
詩
中
の
語
り
手
・
主
人
公
と
作
者
と
の
關
係
と
を
別
存
在
と
し
て
捉
え
て
解
釋
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ど
の
よ
う
な

問
題
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
に
い
く
つ
か
の
例
を
見
て
い
き
た
い
。

鄭
風
「
出
其
東
門
」
首
章
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

出
其
東
門	

其
の
東
門
を
出
づ

有
女
如
雲	

女
有
り
て
雲
の
如
し

雖
則
如
雲	

則
ち
雲
の
如
し
と
雖
も

匪
我
思
存	

我
が
思
ひ
存
す
る
に
匪
ず

縞
衣
綦
巾	

縞こ
う

衣い

綦き

巾き
ん

あ
り

聊
樂
我
員	

聊い
さ
さ

か
我
を
樂
し
ま
し
む）

（（
（

本
詩
の
解
釋
は
、
毛
傳
と
鄭
箋
と
で
大
き
く
異
な
っ
て
い
る）

（（
（

が
、
こ
こ
で
は
鄭
玄
の
解
釋
と
正
義
に
よ
る
敷
衍
を
問
題
に
す
る
。
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②―

正
義　

鄭
玄
は
次
の
よ
う
に
解
釋
す
る―

鄭
國
の
人
民
は
戰
亂
に
追
い
詰
め
ら
れ
、
男
女
が
お
互
い
を
見
捨
て
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
っ
た
が
、
心
に
相
手
へ
の
愛
情
を
思
い
切
る
こ
と
が
で
き
ず
、
い
つ
ま
で
も
未
練
に
思
っ
て
い
た
。
詩
人
は
、
彼

ら
の
氣
持
ち
を
敍
述
し
て
そ
の
言
葉
を
陳
べ
た
。
鄭
國
の
民
の
中
に
、
そ
の
妻
を
棄
て
た
者
が
い
て
、
鄭
國
の
都
城
の
東
門
の
外

に
出
て
み
る
と
、
夫
に
棄
て
ら
れ
た
女
が
、
風
に
吹
か
れ
る
雲
の
よ
う
に
、
東
へ
西
へ
と
あ
て
ど
な
く
さ
ま
よ
っ
て
い
る
の
が
見

え
た
。
こ
の
女
は
棄
て
ら
れ
て
、
そ
の
心
が
雲
の
よ
う
に
定
め
な
く
漂
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
女
は
雲
の
よ
う
で
あ

る
け
れ
ど
も
、
わ
た
し
が
心
に
掛
け
て
い
る
そ
の
相
手
で
は
な
い
。
自
分
の
妻
で
は
な
い
か
ら
、
だ
か
ら
わ
た
し
の
心
に
は
殘
ら

な
い
。
あ
の
棄
て
ら
れ
た
多
く
の
女
性
の
中
に
う
す
ぎ
ぬ
の
白
い
服
、
靑
色
の
ス
カ
ー
フ
を
付
け
て
い
る
者
が
い
る
が
、
あ
れ
こ

そ
わ
た
し
の
妻
だ
。
い
ま
彼
女
と
は
縁
を
切
っ
て
立
ち
去
ら
せ
た
の
だ
が
、
と
り
あ
え
ず
は
し
ば
ら
く
こ
こ
に
留
め
て
、
わ
た
し

の
心
を
慰
め
さ
せ
よ
う
と
思
う
。
民
が
夫
婦
の
關
係
を
保
と
う
と
思
う
、
そ
の
氣
持
ち
は
こ
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
戰
亂
に
追

い
詰
め
ら
れ
て
、
妻
を
養
う
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
。
だ
か
ら
こ
れ
に
よ
っ
て
憐
れ
む
の
で
あ
る
（
鄭
以
爲
、
國
人
迫
於
兵
革
、

男
女
相
棄
、
心
不
忍
絕
、
眷
戀
不
已
。
詩
人
述
其
意
而
陳
其
辭
也
。
言
鄭
國
之
人
、
有
棄
其
妻
者
、
自
言
出
其
東
門
之
外
、
見
有

女
被
棄
者
、
如
雲
之
從
風
、
東
西
無
定
。
此
女
被
棄
、
心
亦
無
定
如
雲
。
然
此
女
雖
則
如
雲
、
非
我
思
慮
之
所
存
在
、
以
其
非
己

之
妻
、
故
心
不
存
焉
。
彼
被
棄
眾
女
之
中
、
有
著
縞
素
之
衣
、
綦
色
之
巾
者
、
是
我
之
妻
、
今
亦
絕
去
、
且
得
少
時
留
住
、
則
以

喜
樂
我
云
。
民
人
思
保
室
家
、
情
又
若
此
。
迫
於
兵
革
、
不
能
相
畜
、
故
所
以
閔
之
）

正
義
は
鄭
箋
に
基
づ
き
本
章
の
大
意
を
說
明
す
る
中
で
、「
詩
人　

其
の
意
を
述
べ
て
其
の
辭
を
陳
ず
る
也
」
と
言
う
。「
其
の
」
と

い
う
の
は
、
上
文
の
「
國
人
」
の
う
ち
「
男
女
相
棄
て
」
た
も
の
を
指
す
。
し
た
が
っ
て
正
義
は
こ
れ
が
、
作
者
が
詩
中
の
語
り
手
の

思
い
と
言
葉
と
を
敍
述
し
て
作
っ
た
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。



�（

と
こ
ろ
で
、
右
の
疏
で
は
、
詩
に
詠
わ
れ
た
時
代
、
鄭
國
に
は
配
偶
者
と
縁
を
切
っ
て
追
い
出
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
者
が
多
數
い

た
と
言
う
。
そ
の
場
合
、
詩
人
が
「
其
の
意
」
と
「
其
の
辭
」
を
陳
述
し
た
と
い
う
の
は
、
多
數
の
人
々
の
言
動
を
總
合
し
て
詩
を
作

っ
た
と
言
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
歷
史
的
事
實
に
基
づ
い
て
い
る
と
は
い
え
、
多
く
の
材
料

か
ら
詩
に
相
應
し
い
言
動
を
選
擇
し
組
織
し
て
一
つ
の
物
語
に
仕
上
げ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
創
作
過
程
に
お
け
る
詩
人
の
主
體
性

は
そ
れ
だ
け
大
き
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
は
た
し
て
、
正
義
は
詩
人
に
そ
の
よ
う
な
役
割
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
を
考
え
る
上
で
、
本
章
末
二
句
に
對
す
る
鄭
箋
、「『
縞
衣
（
う
す
ぎ
ぬ
の
白
い
衣
）』『
綦
巾
（
靑
色
の
紋
樣
を
あ
し
ら
っ

た）
（（
（

ス
カ
ー
フ
）』
と
い
う
の
は
、
自
分
が
、
彼
の
た
め
に
こ
の
詩
を
作
っ
て
あ
げ
た
男
の
妻
が
着
て
い
る
衣
裝
で
あ
る
（
縞
衣
綦
巾
、

己
所
爲
作
者
之
妻
服
也
）」
が
參
考
に
な
る
。
こ
の
中
の
「
己
所
爲
作
者
」
は
、
詩
人
が
特
定
の
人
物
に
代
わ
っ
て
本
詩
を
作
っ
た
と
、

鄭
玄
が
考
え
て
い
た
こ
と
を
表
す
。
作
者
が
第
三
者
の
立
場
か
ら
本
詩
を
作
っ
た
と
す
る
正
義
の
說
が
、
鄭
箋
に
基
づ
く
こ
と
が
確
認

で
き
る
。
さ
ら
に
、
正
義
は
次
の
よ
う
に
敷
衍
す
る
。

す
な
わ
ち
、
詩
人
が
本
詩
を
作
っ
た
時
、
確
か
に
國
全
體
の
出
來
事
を
取
り
上
げ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
詩
中
の
言
葉
は
具
體

的
な
對
象
に
つ
い
て
發
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
だ
か
ら
鄭
玄
は
、「『
縞
衣
綦
巾
』
と
い
う
の
は
、
彼
の
た
め
に
こ
の
詩

を
作
っ
て
あ
げ
た
相
手
の
男
の
妻
が
着
て
い
る
衣
裝
で
あ
る
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。「
己
」
と
は
、
詩
人
が
自
ら
を
指
し
て
言

っ
た
言
葉
で
あ
る
（
則
詩
人
爲
詩
、
雖
舉
一
國
之
事
、
但
其
辭
有
爲
而
發
、
故
言
縞
衣
綦
巾
所
爲
作
者
之
妻
服
也
。
己
謂
詩
人
自

己
）

正
義
が
、「
一
國
の
こ
と
を
擧
ぐ
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
本
詩
小
序
に
「
亂
を
閔あ

は
れ

む
」
と
言
い）

（（
（

、
個
別
の
人
物
や
事
件
で
は
な
く
、
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詩人のまなざし、詩人へのまなざし

全
體
狀
況
に
つ
い
て
詠
っ
た
詩
だ
と
規
定
し
て
い
る
の
を
承
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
詩
は
確
か
に
國
全
體
の
狀
況
を
浮
か
び
上
が

ら
せ
る
た
め
に
作
ら
れ
て
い
る
が
、
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
個
別
の
事
象
で
あ
る
と
、
正
義
は
言
う
。
詩
に
込
め
ら
れ
た

テ
ー
マ
と
、
具
體
的
な
表
現
內
容
と
を
區
別
し
て
い
る
。
詩
中
の
「
縞
衣
綦
巾
」
も
詩
人
が
そ
の
詩
句
を
「
爲
に
し
て
發
し
」
た
對
象

の
妻
に
つ
い
て
詠
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
鄭
玄
は
、「
己
の
爲
に
作
り
し
所
の
者
」
と
言
っ
て
說
明
し
て
い
る
と
考
え
る
の

で
あ
る
。
社
會
性
を
帶
び
た
意
圖
を
も
っ
て
、
現
實
に
存
在
し
て
い
た
人
物
の
實
際
に
起
こ
っ
た
事
柄
を
素
材
に
し
て
詠
っ
た
の
で
あ

り
、
詩
の
內
容
自
體
に
限
っ
て
言
え
ば
、
現
實
を
あ
り
の
ま
ま
な
ぞ
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。

詩
人
が
現
實
の
事
象
を
第
三
者
の
立
場
か
ら
敍
述
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
疏
家
に
對
し
て
特
徴
的
な
關
心
を
喚
起
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
作
者
は
ど
う
い
う
經
緯
で
作
中
の
內
容
を
知
り
得
た
か
と
い
う
關
心
で
あ
る
。
邶
風
「
谷
風
」
序
の
、「
谷
風
、
夫
婦
道
を

失
へ
る
を
刺
る
也
（
谷
風
、
刺
夫
婦
失
道
也
）」
の
正
義
に
、

③―

正
義　

こ
れ
は
、
妻
に
對
す
る
夫
の
接
し
方
が
禮
か
ら
外
れ
て
い
る
こ
と
を
指
し
て
い
て
、
こ
れ
が
「
夫
婦
道
を
失
へ

り
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
夫
婦
と
も
に
刺
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
妻
は
夫
に
縁
を
切
ら
れ
た
後
に
な
っ
て
、
夫
が
自

分
を
棄
て
、
道
に
外
れ
た
待
遇
を
自
分
に
與
え
、
新
し
い
妻
に
溺
れ
た
こ
と
を
陳
べ
て
い
る
（
此
指
刺
夫
接
其
婦
不
以
禮
、
是
夫

婦
失
道
、
非
謂
夫
婦
竝
刺
也
。
其
婦
既
與
夫
絕
、
乃
陳
夫
之
棄
己
、
見
遇
非
道
、
淫
於
新
婚
之
事
）

こ
こ
に
は
「
其
の
婦
…
…
乃
ち
陳
ぶ
」
と
あ
り
、
夫
に
棄
て
ら
れ
た
妻
が
自
ら
作
っ
た
詩
で
あ
る
と
正
義
が
考
え
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。
こ
の
詩
の
、
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涇
以
渭
濁	

涇け
い

は
渭い

を
以
っ
て
濁
る

湜
湜
其
沚	

湜し
よ
く

湜し
よ
く

た
る
其
の
沚み

ぎ
わ

と
い
う
句
に
對
し
て
鄭
箋
は
、「
こ
れ
は
絕
縁
さ
れ
て
立
ち
去
る
道
中
に
見
た
風
景
で
あ
り
、
そ
れ
に
ち
な
ん
で
自
ら
を
喩
え
る
比
喩

と
し
て
使
っ
た
の
で
あ
る
（
此
絕
去
所
經
見
、
因
取
以
自
喩
焉
）」
と
言
い
、
あ
た
か
も
詩
中
の
語
り
手
で
あ
る
妻
が
、
實
際
に
見
た

風
景
を
詠
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
に
對
す
る
正
義
に
、

『
鄭
志
』
に
張
逸
が
、「
ど
う
し
て
『
絕
縁
さ
れ
て
立
ち
去
っ
た
』
と
言
う
の
で
す
か
」
と
問
う
た
。〔
鄭
玄
は
〕
そ
れ
に
答
え

て
言
っ
た
、「
渭
水
は
東
河
に
あ
り
、
涇
水
は
西
河
に
あ
る
の
で
、
故
に
絕
縁
さ
れ
て
立
ち
去
り
、
も
は
や
戻
ら
な
い
こ
と
が
わ

か
る
。
涇
水
は
衞
の
國
境
沿
い
に
は
な
い）

（（
（

。
詩
を
作
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
土
地
そ
の
土
地
の
風
物
を
歌
う
の
が
當
た
り
前
で

あ
る
か
ら
、
故
に
本
當
に
絕
縁
さ
れ
て
衞
の
國
を
立
ち
去
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
婦
人
は
す
で
に
絕
縁
さ
れ
て
、
涇

水
ま
で
來
て
彼
女
自
ら
自
分
の
志
を
喩
え
た
の
で
あ
る
（
鄭
志
張
逸
問
何
言
絕
去
、
答
曰
、
渭
在
東
河
、
涇
在
西
河
、
故
知
絕
去
、

不
復
還
意
。
以
涇
不
在
衞
境
、
作
詩
宜
歌
土
風
、
故
信
絕
去
。
此
婦
人
既
絕
、
至
涇
而
自
比
己
志
）

と
、「
此
の
婦
人
…
…
自
ら
己
の
志
に
比
す
」
と
言
っ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
そ
の
印
象
は
い
っ
そ
う
强
ま
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
續

く
正
義
を
見
る
と
實
は
そ
う
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

邶
人
で
本
詩
を
作
っ
た
者
が
〔
女
の
〕
言
葉
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
恐
ら
く
、〔
女
に
〕
從
っ
て
見
送
っ
た
者
が
こ
の
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詩人のまなざし、詩人へのまなざし

事
を
語
っ
た
た
め
に
、
詩
人
は
彼
女
の
思
い
を
述
べ
傳
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
禮
に
據
れ
ば
、
臣
下
は
國
境
を
越
え

た
交
際
は
し
な
い
。
こ
の
詩
で
述
べ
傳
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
庶
民
で
あ
る
が
故
に
國
を
越
え
て
結
婚
で
き
た
も
の
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
（
邶
人
爲
詩
得
言
者
、
蓋
從
送
者
言
其
事
、
故
詩
人
得
述
其
意
也
。
禮
、
臣
無
境
外
之
交
。
此
詩
所
述
、
似
是
庶
人

得
越
國
而
昏
者
）

こ
こ
に
は
、
本
詩
を
作
っ
た
の
は
作
中
の
語
り
手
（
夫
に
棄
て
ら
れ
た
妻
）
で
は
な
い
と
い
う
認
識
が
示
さ
れ
、
こ
の
女
性
の
言
葉

を
傳
聞
し
た
詩
人
が
そ
れ
を
も
と
に
し
て
詩
を
作
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
正
義
に
據
れ
ば
、
詩
人
は
女
性
か
ら
直
接
そ

の
言
葉
を
聞
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
女
性
を
見
送
っ
て
途
中
ま
で
付
い
て
い
っ
た
人
物
か
ら
事
の
次
第
と
彼
女
の
言
葉
を
聞
い
て
作
っ

た
と
推
測
し
て
い
る
。
女
性
（
作
中
の
語
り
手
）―

見
送
っ
た
者―

詩
人
と
い
う
二
重
の
傳
聞
關
係
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
詩
人

は
、
事
件
の
當
事
者
ど
こ
ろ
か
傍
觀
者
で
す
ら
な
く
、
傳
聞
者
の
位
置
に
置
か
れ
、
詩
中
の
出
來
事
へ
の
關
與
度
が
著
し
く
希
薄
で
あ

る
。こ

れ
に
基
づ
い
て
、
前
文
の
「
此
の
婦
人　

既
に
絕
た
れ
、
涇
に
至
り
て
自
ら
己
の
志
に
比
す
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
考
え
る
と

ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
句
に
據
れ
ば
、
詩
中
の
比
喩
は
詩
人
で
は
な
く
女
性
自
身
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
す

な
わ
ち
、
詩
の
內
實
は
作
中
の
語
り
手
に
よ
っ
て
す
で
に
表
現
さ
れ
て
お
り
、
詩
人
は
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
詩
を
作
っ
た
と
言
う

こ
と
に
な
る
。
本
詩
の
中
で
詩
人
が
創
意
を
凝
ら
し
た
部
分
は
、
疏
家
の
念
頭
に
ほ
と
ん
ど
上
っ
て
い
な
い
。
傳
聞
過
程
の
複
雜
さ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
詩
中
の
內
容
は
變
質
を
受
け
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
筆
者
は
先
に
、「
氓
」
の
正
義
を
分
析
し
て
、「
詩
の
內
容
を
廻

っ
て
、
事
件
の
當
事
者
で
あ
り
語
り
手
で
あ
る
實
在
の
人
物
と
、
そ
れ
を
敍
述
し
た
詩
の
作
者
と
い
う
二
者
の
關
與
を
想
定
し
、
故
に

詩
の
內
容
と
表
現
體
と
し
て
の
詩
と
は
直
接
結
ば
れ
ず
、
あ
る
種
の
フ
ィ
ル
タ
の
介
在
に
よ
っ
て
敍
述
の
視
點
が
屈
折
し
て
い
る
と
い
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う
認
識
を
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
た
。
し
か
し
、
本
詩
の
正
義
を
見
る
と
、
實
際
の
出
來
事
と
表
現
體
と
し
て
の
詩
と

の
閒
に
は
確
か
に
複
數
の
フ
ィ
ル
タ
の
介
在
が
想
定
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
內
容
そ
の
も
の
は
あ
た
か
も
フ
ィ
ル
タ
が
な
い
が
ご
と

く
に
ほ
と
ん
ど
も
と
の
姿
の
ま
ま
透
過
し
て
い
る
と
い
う
、
奇
妙
な
認
識
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

出
來
事
と
表
現
體
と
し
て
の
詩
と
の
閒
に
お
け
る
フ
ィ
ル
タ
の
介
在
、
お
よ
び
そ
れ
に
も
關
わ
ら
ず
內
容
の
變
質
を
伴
わ
な
い
透
過

と
い
う
認
識
は
、
正
義
の
詩
篇
解
釋
に
お
い
て
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、「《
小し

よ
う

辨は
ん

》
は
、
幽
王
を
刺
っ
た
詩
で
あ
る
。〔
褒
姒

の
讒
言
を
信
じ
た
幽
王
に
よ
っ
て
放
逐
さ
れ
た
〕
太
子
〔
宜
咎
〕
の
守
り
役
が
作
っ
た
（
小
辨
、
刺
幽
王
也
。
大
子
之
傅
作
焉
）」
と

い
う
小
序
を
持
つ
小
雅
「
小
辨
」
正
義
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

④―

正
義　

も
ろ
も
ろ
の
詩
序
は
〔
例
え
ば
、「《
何
人
斯
》、
蘇
公　

暴
公
を
刺
る
」
と
か
「《
巷
伯
》、
幽
王
を
刺
る
な
り
。
寺

人　

讒
に
傷
む
が
故
に
是
の
詩
を
作
る
な
り
」
と
か
〕
み
な
篇
名
の
下
に
そ
の
詩
の
作
者
を
言
う
。
こ
の
詩
の
み
が
詩
序
の
最
後

に
「
大
子
の
傅

も
り
や
く

作
れ
り
」
と
言
う
の
は
、
こ
の
詩
が
太
子
の
言
葉
を
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
太
子
は
詩
を
作
っ
て
父
を
刺

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
守
り
役
が
太
子
の
意
を
汲
ん
で
そ
の
思
い
を
述
べ
て
刺
っ
た
の
で
、
序
の
書
き
方
を
變
え
て
そ
の
事
情

を
傳
え
た
の
で
あ
る
（
諸
序
皆
篇
名
之
下
言
作
人
、
此
獨
末
言
大
子
之
傅
作
焉
者
、
以
此
述
太
子
之
言
。
太
子
不
可
作
詩
以
刺
父
、

自
傅
意
述
而
刺
之
、
故
變
文
以
云
義
也
）

こ
の
詩
に
は
、
讒
言
に
あ
っ
て
放
逐
さ
れ
た
太
子
宜
咎
の
父
幽
王
に
對
す
る
怨
み
の
氣
持
ち
が
詠
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
疏
家
は

宜
咎
自
身
の
作
で
は
な
く
、
彼
の
守
り
役
が
彼
の
言
葉
を
述
べ
て
作
っ
た
も
の
だ
と
言
う
。
し
か
し
、
守
り
役
の
役
割
は
太
子
の
發
言

を
詩
と
い
う
形
に
定
着
し
た
と
い
う
に
止
ま
り
、
や
は
り
內
容
は
變
質
し
て
い
な
い）

（（
（

。
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詩人のまなざし、詩人へのまなざし

小
雅
「
四
牡
」
は
正
義
に
據
れ
ば
、
文
王
が
外
地
で
の
任
務
を
終
え
て
歸
っ
て
き
た
臣
下
を
慰
勞
す
る
詩
で
あ
る
が
、
文
王
は
臣
下

の
立
場
に
成
り
代
わ
っ
て
そ
の
苦
勞
を
一
人
稱
で
詠
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る）

（（
（

。
本
詩
の
鄭
箋
に
、「
主
君
は
使
者
の
任
務
を
果

た
し
て
歸
っ
て
き
た
臣
下
を
慰
勞
し
、
彼
の
氣
持
ち
を
述
べ
る
。
お
前
は
、『
私
は
ど
う
し
て
歸
り
た
い
と
思
わ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う

か
。
本
當
に
歸
り
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
此
の
詩
の
歌
を
作
っ
て
、
父
母
の
面
倒
を
見
た
い
と
い
う
志
を
、
主
君
の
も
と
に

や
っ
て
き
て
告
げ
る
の
で
す
』
と
言
う
。
人
の
思
い
と
い
う
の
は
、
常
に
親
の
こ
と
を
思
う
の
で
あ
る
（
君
勞
使
臣
、
述
序
其
情
。
女

曰
、
我
豈
不
思
歸
乎
、
誠
思
歸
也
。
故
作
此
詩
之
歌
、
以
養
父
母
之
志
、
來
告
於
君
也
。
人
之
思
、
恆
思
親
者
）」
と
言
う
の
を
、
正

義
は
次
の
よ
う
に
說
明
す
る
。

⑤―

正
義　
「
故
に
此
の
詩
の
歌
を
作
り
、
母
を
養
は
ん
と
の
志
を
以
て
、
來
た
り
て
君
に
告
ぐ
」
と
言
う
の
は
、
使
臣
が
苦
勞

し
て
親
を
思
い
、
そ
れ
を
主
君
が
知
ら
な
い
の
で
な
い
か
と
考
え
、
こ
の
言
葉
を
陳
べ
て
主
君
に
知
ら
せ
に
や
っ
て
來
る
こ
と
を

欲
す
る

0

0

0

こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
實
際
に
は
、
陳
述
し
た
い

0

0

0

と
思
っ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
を
用
い
て
「
此
の
詩
の
歌
を
作
る
」
と
言

っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
に
表
現
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
〔
使
臣
の
〕
本
當
の
氣
持
ち
を
、
主
君
は
勞
っ
て
述
べ
て
、

後
に
つ
い
に
歌
に
し
た
の
で
あ
る
。
今
あ
る
〔「
四
牡
」
の
〕
詩
歌
が
も
と
づ
い
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
故
に

使
臣
の
言
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
內
容
を
「
歌
に
作
っ
た
」
と
言
う
の
で
あ
る
（
言
故
作
此
詩
之
歌
以
養
母
之
志
來
告
於
君
者
、

言
使
臣
勞
苦
思
親
、
謂
君
不
知
、
欲
陳
此
言
來
告
君
使
知
也
。
實
欲
陳
言
、
云
是
用
作
此
詩
之
歌
者
、
以
此
實
意
所
欲
言
、
君
勞

而
述
之
、
後
遂
爲
歌
。
據
今
詩
歌
以
本
之
、
故
謂
其
所
欲
言
爲
作
歌
也
）

こ
れ
に
つ
い
て
前
稿
で
次
の
よ
う
に
考
察
し
た
。「
使
臣
の
思
い
を
詩
に
表
現
し
て
い
た
の
は
確
か
に
王
だ
が
、
王
が
表
現
し
て
い
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る
の
は
、
臣
下
が
み
ず
か
ら
王
に
陳
述
し
た
い
（「
欲
陳
此
言
」）
と
思
っ
て
い
る
本
當
の
氣
持
ち
（「
實
意
」）
で
あ
り
、
王
は
そ
れ
を

い
っ
た
ん
は
臣
下
が
述
べ
よ
う
と
し
た
と
お
り
の
言
葉
と
し
て
表
現
し
て
、
そ
れ
を
後
に
詩
歌
と
い
う
形
式
に
作
り
か
え
た
と
言
う
。

こ
こ
で
は
、
王
が
述
べ
た
こ
と
と
使
臣
の
述
べ
よ
う
と
し
た
こ
と
と
が
等
價
で
あ
り
、
王
は
臣
下
の
思
い
の
單
な
る
代
辯
者
に
す
ぎ
ず
、

王
み
ず
か
ら
が
假
想
し
た
要
素
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
假
構
性
が
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
、
臣
下
に
よ
る
實
事
の
陳
述
に
限
り

な
く
近
い
も
の
と
な
っ
て
い
る）

（（
（

」。
こ
こ
で
も
、
使
臣
の
勞
苦
と
い
う
出
來
事
が
文
王
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
を
通
し
て
詠
わ
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
な
が
ら
、
正
義
自
體
が
解
釋
に
お
い
て
文
王
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
を
い
か
に
扱
う
べ
き
か
考
え
あ
ぐ
ね
て
い
る
樣
子
が
見
て
取

れ
る
。

邶
風
「
簡
兮
」
で
は
、
以
上
見
て
き
た
よ
う
な
作
中
の
語
り
手
と
作
者
と
の
關
係
に
つ
い
て
の
言
說
は
表
れ
な
い
が
、
作
中
の
人
物

と
語
り
手
と
の
關
係
に
つ
い
て
說
明
し
た
部
分
が
あ
る
。
漢
唐
詩
經
學
の
解
釋
に
據
れ
ば
、
本
詩
首
章
・
二
章
で
は
詩
人
に
よ
り
碩
人

の
樣
子
が
客
觀
的
に
描
寫
さ
れ
る
が
、
卒
章
に
至
っ
て
敍
述
の
仕
方
が
一
轉
す
る
。

云
誰
之
思	

云こ
こ

に
誰
を
か
之
れ
思
ふ

西
方
美
人	

西
方
の
美
人

彼
美
人
兮	

彼
の
美
人
は

西
方
之
人
兮	

西
方
の
人
な
り

こ
れ
に
つ
い
て
、
鄭
箋
は
、「
わ
た
し
は
誰
を
思
っ
て
い
る
と
い
う
の
か
。
周
の
王
室
の
賢
者
を
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
が
大

い
な
る
人
物
を
推
薦
し
て
、
と
も
に
王
の
も
と
に
仕
え
さ
せ
て
く
れ
る
の
を
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
彼
の
美
人
」
と
は
碩
人
の
こ
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詩人のまなざし、詩人へのまなざし

と
で
あ
る
（
我
誰
思
乎
。
思
周
室
之
賢
者
、
以
其
宜
薦
碩
人
與
在
王
位
。
彼
美
人
、
謂
碩
人
也
）」
と
言
い
、
本
詩
卒
章
は
主
人
公
た

る
碩
人
の
思
い
を
述
べ
る
內
容
に
轉
換
し
て
い
る
と
考
え
る
。
こ
の
轉
換
を
說
明
し
て
正
義
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

⑥―

正
義　

碩
人
は
寵
用
さ
れ
な
い
た
め
に
、
わ
た
し
に
次
の
よ
う
に
言
わ
せ
る
、「
い
っ
た
い
誰
を
思
っ
て
い
る
の
か
。
西
方

の
周
の
王
室
の
善
き
人
を
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
そ
の
善
き
人
に
出
會
え
た
な
ら
ば
、
こ
の
碩
人
を
推
薦
し
て
王
朝
に
出

仕
さ
せ
て
く
れ
る
は
ず
だ
。
か
の
う
る
わ
し
く
優
れ
た
碩
人
は
、
そ
う
な
っ
た
な
ら
ば
、
王
朝
に
あ
っ
て
、
西
方
の
人
と
な
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
誰
も
推
薦
し
て
く
れ
な
い
」
と
（
碩
人
既
不
寵
用
、
故
令
我
云
、
誰
思
之
乎
。
思
西
方
周
室
之
美
人
。
若
得
彼
美

人
、
當
薦
此
碩
人
、
使
在
王
朝
也
。
彼
美
好
之
碩
人
兮
、
乃
宜
在
王
朝
爲
西
方
之
人
兮
、
但
無
人
薦
之
耳
）

「
碩
人　

既
に
寵
用
さ
れ
ざ
る
が
故
に
我
を
し
て
云
は
令
む
」
と
い
う
言
葉
は
、
詩
中
の
人
物
（
碩
人
）
と
作
中
の
語
り
手
と
の
關

係
を
說
明
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
作
中
の
語
り
手
と
詩
人
と
の
關
係
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
碩
人
が
歌
い

手
に
自
分
の
思
い
を
歌
わ
せ
て
い
る
と
言
い
、
か
つ
歌
い
手
は
、
第
三
人
稱
を
用
い
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
碩
人
の
思
い
を
そ
の
ま
ま

傳
達
す
る
役
割
を
擔
っ
て
い
る
。
や
は
り
、
詩
を
廻
っ
て
二
重
の
關
係
を
想
定
し
な
が
ら
、
語
り
手
の
主
體
的
働
き
を
想
定
せ
ず
、
し

た
が
っ
て
內
容
は
フ
ィ
ル
タ
の
透
過
に
よ
っ
て
變
質
し
な
い
と
い
う
認
識
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
、
作
中
の
語

り
手
と
作
者
と
の
關
係
に
つ
い
て
の
認
識
と
相
似
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
漢
唐
詩
經
學
は
、
詩
が
現
實
に
起
こ
っ
た
出
來
事
を
詠
う
と
い
う
前
提
の
も
と
、
詩
の
成
立
に
複
數
の
存
在
が
重

層
的
に
關
與
し
て
い
る
と
考
え
た
。
こ
れ
は
一
見
、
詩
の
創
作
主
體
と
し
て
の
作
者
の
意
義
を
認
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
實

際
に
は
そ
う
で
は
な
く
、
詩
篇
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
複
數
の
人
物
の
重
層
的
な
關
與
を
想
定
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
詩
の
內
容
が
そ
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れ
に
よ
っ
て
變
容
す
る
と
い
う
認
識
は
正
義
の
解
釋
に
は
乏
し
い
。
そ
の
實
質
的
な
役
割
を
認
め
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
詩
中
の
語

り
手
と
は
別
の
存
在
と
し
て
作
者
を
想
定
す
る
と
い
う
認
識
の
ね
じ
れ
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

Ⅳ　

正
義
の
認
識
の
意
味

正
義
が
、
作
中
の
語
り
手
と
作
者
と
を
別
存
在
と
し
て
捉
え
る
根
據
、
言
い
換
え
れ
ば
、
あ
る
詩
を
詩
人
が
自
己
の
體
驗
を
表
現
し

た
も
の
で
は
な
く
、
第
三
者
の
體
驗
を
傳
達
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
と
考
え
る
根
據
と
し
て
ま
ず
擧
げ
ら
れ
る
の
は
、
小
序
の
記
述
に

從
っ
た
た
め
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

（（
（

。
こ
の
こ
と
は
、「
氓
」「
小
辨
」
を
取
り
上
げ
た
際
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

こ
れ
を
逆
か
ら
考
え
れ
ば
、
あ
る
詩
を
自
述
詩
で
あ
る
と
正
義
が
判
斷
す
る
根
據
も
小
序
に
求
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、「
邶
鄘
衞

譜
」
の
正
義
に
お
い
て
も
、
鄘
風
「
載
馳
」
を
許
穆
夫
人
の
自
作
と
す
る
主
た
る
根
據
と
し
て
小
序
の
記
載
が
擧
げ
ら
れ
て
い
る）

（（
（

。

⑦―

正
義　
（
ａ
）
た
だ
、「
載
馳
」
一
篇
の
み
、
そ
の
序
に
、「
許
穆
夫
人
の
作
れ
る
也
」
と
言
う
。『
春
秋
左
氏
傳
』「
閔
公
二

年
」
に
、「
許
穆
夫
人
《
載
馳
》
を
賦
す
」
と
言
い）

（（
（

、『
列
女
傳
』
は
、
本
詩
を
夫
人
の
作
と
稱
す
る）

（（
（

。
あ
る
い
は
こ
の
詩
は
許
穆

夫
人
の
自
作
の
詩
な
の
で
あ
ろ
う
…
…
許
穆
夫
人
の
詩
が
衞
國
に
保
存
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
夫
人
が
衞
國
の
出
身
で
、

そ
の
言
葉
も
衞
の
た
め
に
發
せ
ら
れ
た
も
の
な
の
で
、
故
に
そ
の
詩
を
衞
に
歸
屬
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
（
唯
載
馳
一
篇
序
云
、
許
穆

夫
人
作
也
。
左
傳
曰
、
許
穆
夫
人
賦
載
馳
、
列
女
傳
稱
夫
人
所
作
。
或
是
自
作
之
也
…
…
許
穆
夫
人
之
詩
得
在
衞
國
者
、
以
夫
人

身
是
衞
女
、
辭
爲
衞
發
、
故
使
其
詩
歸
衞
也
）
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詩人のまなざし、詩人へのまなざし

し
か
し
な
が
ら
、
作
中
の
語
り
手
と
作
者
と
が
別
存
在
か
同
一
か
を
判
斷
す
る
上
で
、
正
義
は
詩
序
を
絕
對
的
な
據
と
し
て
い
る
か

と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
い
切
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
現
に
右
の
正
義
に
お
い
て
も
、
小
序
の
確
言
に
も
か
か
わ
ら
ず

「
或
い
は
是
れ
自
ら
之
を
作
る
」
と
、
煮
え
切
ら
な
い
言
い
方
を
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
衞
風
「
河
廣
」
に
つ
い
て
の
發
言
を
見

る
と
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
な
る）

（（
（

。「
邶
鄘
衞
譜
」
の
正
義）

（（
（

に
お
い
て
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

⑧―

正
義　
（
ｂ
）
宋
の
襄
公
の
母
の
方
は
、
そ
の
身
は
す
で
に
實
家
の
衞
に
歸
っ
て
い
て
、
も
は
や
宋
國
の
妻
で
は
な
い
。
そ

の
詩
〔「
河
廣
」〕
は
必
ず
し
も
自
作
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
故
に
衞
風
に
編
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
宋
襄
之
母
則
身
已
歸
衞
、

非
復
宋
婦
、
其
詩
不
必
親
作
、
故
在
衞
也
）

こ
こ
で
は
、
疏
家
は
「
其
の
詩
は
必
ず
し
も
親み

ず
か

ら
作
ら
ざ
り
き
」
と
言
い
、「
河
廣
」
が
宋
の
襄
公
の
母
の
自
作
で
あ
る
こ
と
に
否

定
的
な
考
え
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
兩
詩
の
序
の
次
の
よ
う
な
記
述
の
仕
方
の
差
異
に
そ
の
理
由
を
求
め
ら
れ
よ
う
。

「
載
馳
」
は
、
許
穆
夫
人
が
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
女
の
宗
國
の
顛
覆
を
あ
わ
れ
み
、
救
っ
て
あ
げ
ら
れ
な
い
こ
と
を
自
ら

悲
し
ん
だ
の
で
あ
る
。
衞
の
懿
公
は
狄
人
に
滅
ぼ
さ
れ
、
國
人
は
散
り
散
り
に
な
り
、
漕
邑
に
露
宿
し
た
。
許
穆
夫
人
は
衞
の
滅

亡
を
あ
わ
れ
み
、
許
が
小
國
で
、
救
っ
て
や
る
實
力
が
な
い
こ
と
を
悲
し
み
、
里
歸
り
し
て
自
分
の
兄
で
懿
公
の
後
を
繼
い
だ
戴

公
を
慰
問
し
よ
う
と
思
っ
た
が
、
そ
れ
も
ま
た
義
と
し
て
で
き
ず
、
故
に
こ
の
詩
を
賦
し
た
の
で
あ
る
（
載
馳
、
許
穆
夫
人
作
也
。

閔
其
宗
國
顛
覆
、
自
傷
不
能
救
也
。
衞
懿
公
爲
狄
人
所
滅
、
國
人
分
散
、
露
於
漕
邑
。
許
穆
夫
人
閔
衞
之
亡
、
傷
許
之
小
、
力
不

能
救
、
思
歸
唁
其
兄
、
又
義
不
得
、
故
賦
是
詩
也
）
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「
河
廣
」
は
、
宋
の
襄
公
の
母
が
實
家
の
衞
に
戻
さ
れ
、〔
息
子
の
い
る
宋
を
〕
思
っ
て
、
そ
の
思
い
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
の
で
、
こ
の
詩
を
作
っ
た
（
河
廣
、
宋
襄
公
母
歸
于
衞
、
思
而
不
止
、
故
作
是
詩
也
）

「
載
馳
」
序
が
「
許
穆
夫
人
作
也
」
と
明
言
し
て
い
る
の
に
對
し
て
、「
河
廣
」
序
で
は
「
宋
襄
公
母
作
也
」
と
言
わ
ず
、「
故
に
是

の
詩
を
作
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
句
に
は
主
體
が
明
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
宋
の
襄
王
の
母
が
作
っ
た
」
と
も
と
れ
る
し
、「
詩
人

が
襄
王
の
母
の
樣
子
を
見
て
詩
を
作
っ
た
」
と
も
と
る
こ
と
が
で
き
る
。「
河
廣
」
を
、「
載
馳
」
と
は
違
い
詩
中
の
語
り
手
と
作
者
と

が
異
な
る
と
考
え
る
の
は
こ
の
點
に
據
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、「
邶
鄘
衞
譜
」
正
義
が
小
序
の
說
に
從
っ
て
い
な
い
と
ま
で
は
言

う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
疏
家
（
あ
る
い
は
正
義
の
も
と
と
な
っ
た
六
朝
義
疏
の
著
者
た
ち
）
が
こ
の
句
を
こ
の
よ
う
に
解
釋
し
た
根

據
は
、
小
序
以
外
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
伺
わ
せ
る
。
そ
れ
は
何
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
考
え
る
た
め
、
こ
の
部
分
の
前
後
の
正
義

を
詳
し
く
見
て
い
こ
う
。

⑧―

正
義　
（
ｃ
）「
木
瓜）

（（
（

」
は
齊
を
美
め
、「
猗
嗟）

（（
（

」
は
魯
を
刺
っ
て
い
る
の
〔
に
、「
木
瓜
」
は
衞
風
に
、「
猗
嗟
」
は
齊
風
に

收
め
ら
れ
て
い
る
の
〕
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
が
作
ら
れ
た
國
の
風
に
從
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
敍
述
さ
れ
た
國
の
風
に
は
收
め
ら

れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
（
木
瓜
美
齊
、
猗
嗟
刺
魯
、
各
從
所
作
之
風
、
不
入
所
述
之
國
）

（
ａ
）（
ｂ
）（
ｃ
）
の
正
義
に
は
、
詠
わ
れ
て
い
る
對
象
・
作
中
の
語
り
手
・
作
者
の
關
係
に
つ
い
て
の
、
三
つ
の
類
型
が
論
じ
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
を
表
に
よ
っ
て
表
し
て
み
よ
う
。
表
中
網
掛
け
を
し
た
の
は
、
詩
篇
の
編
入
先
と
の
閒
に
何
ら
か
の
齟
齬
が
見
ら
れ

る
點
で
あ
る
。
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詩人のまなざし、詩人へのまなざし

「
木
瓜
」「
猗
嗟
」
の
場
合
は
單
純
で
、
詩
の
內
容
が
ど
こ
の
國
の
こ
と
を
詠
っ
て
い
る
か
に
關
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
が
作
ら
れ
た
國
の

風
に
編
入
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
對
し
て
、「
載
馳
」
と
「
河
廣
」
の
場
合
は
事
情
が
や
や
複
雜
で
あ
る
。
兩
詩
は
、

あ
る
國
に
住
む
女
性
が
他
國
の
こ
と
を
思
う
姿
が
詠
わ
れ
て
い
る
と
い
う
點
で
共
通
し
て
い
る
。「
載
馳
」
は
許
國
に
嫁
い
だ
女
性
が

實
家
の
衞
を
思
っ
た
詩
で
あ
り
、「
河
廣
」
は
實
家
の
衞
國
に
歸
さ
れ
た
女
性
が
も
と
の
嫁
ぎ
先
の
宋
國
の
こ
と
を
思
っ
た
詩
で
あ
る
。

「
載
馳
」
の
作
者
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
許
穆
夫
人
は
、
故
鄕
の
衞
の
滅
亡
を
悲
し
み
衞
國
に
自
ら
赴
き
た
い
と
思
う
が
、
そ
れ
が
諸
侯

表
１　
「
邶
鄘
衛
譜
」
正
義
で
言
及
さ
れ
る
三
種
の
詩
の
關
係

木
瓜
・
猗
嗟

載
馳

河
広
（
詩
譜
正
義
・
詩
篇
正
義
異

説
）

編
入
先

衛
・
齊

鄘
（
衛
国
の
一
部
）

衛

作
者

衛
人
・
齊
人

異
国
（
許
）
人

衛
人

作
中
の
語
り
手

衛
人
・
齊
人

異
国
（
許
）
人

衛
出
身

語
り
手
＝
作
者

元
異
国
（
宋
）
人

衛
出
身
→
帰
衛

語
り
手
≠
作
者

詠
わ
れ
て
い
る
対
象
・

内
容
と
編
入
先
と
の
関
係

異
国
（
齊
人
・
魯
人
へ
の
美
刺
）

本
国
（
衛
へ
の
思
い
）

異
国
（
宋
へ
の
思
い
）

編
入
先
に
収
め
ら
れ
て
い
る

理
由

詩
が
作
ら
れ
た
國
の
風
に
編
入

詠
わ
れ
て
い
る
國
の
風
に
は
入
れ
な

い

作
者
が
衛
出
身

衛
に
対
し
て
の
思
い
が
詠
わ
れ
て

い
る
こ
と

主
人
公
は
す
で
に
衛
に
帰
っ
て
い

る
＝
宋
の
人
間
で
は
な
い

自
作
で
は
な
い
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の
夫
人
と
し
て
許
さ
れ
な
い
行
爲
で
あ
る
た
め
に
斷
念
し
、
そ
の
思
い
を
「
載
馳
」
に
込
め
詠
っ
た
と
說
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
彼
女

が
許
國
に
お
い
て
作
っ
た
詩
が
、
衞
の
一
部
で
あ
る
鄘
の
風
に
收
め
ら
れ
て
い
る
理
由
を
、
正
義
は
、「
許
穆
夫
人
が
衞
の
出
身
で
あ

る
こ
と
」「
そ
の
內
容
が
衞
に
關
す
る
詩
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
二
つ
を
擧
げ
て
合
理
化
し
て
い
る
。
對
し
て
「
河
廣
」
は
、
宋
の
國

に
嫁
い
で
息
子
を
生
み
な
が
ら
實
家
の
衞
に
歸
さ
れ
た
女
性
が
、
息
子
の
即
位
後
、
宋
を
思
う
姿
が
詠
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
宋
で
は

な
く
衞
の
風
に
收
め
ら
れ
て
い
る
理
由
を
、
正
義
は
、「
宋
の
襄
王
の
母
は
す
で
に
衞
に
歸
さ
れ
て
、
も
は
や
宋
の
人
閒
で
は
な
い
こ

と
」「
自
作
で
は
な
い
だ
ろ
う
こ
と
」
の
二
つ
を
擧
げ
て
い
る
。

さ
ら
に
疏
家
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

⑧―

正
義　
（
ｄ
）「
綠
衣
」「
日
月
」「
終
風
」「
燕
燕
」「
柏
舟
」「
河
廣
」「
泉
水
」「
竹
竿
」
の
詩
は
、
衞
の
夫
人
と
衞
の
女
性

の
事
を
敍
述
し
て
い
る
。
で
あ
る
の
に
、
こ
れ
ら
を
邶
と
鄘
と
衞
の
三
つ
の
國
〔
の
風
に
〕
に
分
屬
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、

こ
の
詩
譜
の
說
に
從
え
ば
、
必
ず
や
三
國
の
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
衞
の
夫
人
や
衞
の
女
性
が
自
ら
作
っ
た
も
の

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
泉
水
」
と
「
竹
竿
」
は
い
ず
れ
も
實
家
に
歸
ろ
う
と
思
う
女
性
を
敍
述
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
邶

風
（「
泉
水
」）
と
衞
風
（「
竹
竿
」）
と
い
う
異
な
る
國
の
風
に
分
か
れ
て
收
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
明
ら
か
に
邶
と

衞
の
二
國
の
人
が
作
っ
た
詩
で
あ
る
。
女
性
が
他
國
に
あ
る
の
に
、
衞
の
人
が
そ
の
女
性
の
詩
を
作
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
恐

ら
く
大
夫
が
國
と
國
と
の
閒
を
訪
問
す
る
た
め
に
往
來
し
て
、
そ
の
女
性
が
歸
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
樣
を
見
て
、
彼
女
の
た
め

に
歌
を
作
っ
た
の
で
あ
る
（
綠
衣
、
日
月
、
終
風
、
燕
燕
、
柏
舟
、
河
廣
、
泉
水
、
竹
竿
述
夫
人
衞
女
之
事
、
而
得
分
屬
三
國
者
、

如
此
譜
說
、
定
是
三
國
之
人
所
作
、
非
夫
人
衞
女
自
作
矣
。
泉
水
、
竹
竿
俱
述
思
歸
之
女
、
而
分
在
異
國
、
明
是
二
國
之
人
作
矣
。

女
在
他
國
、
衞
人
得
爲
作
詩
者
、
蓋
大
夫
聘
問
往
來
、
見
其
思
歸
之
狀
、
而
爲
之
作
歌
也
）
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詩人のまなざし、詩人へのまなざし

「
女
は
他
國
に
在
り
し
に
、
衞
人　

爲
に
詩
を
作
る
を
得
し
は
、
蓋
し
大
夫　

聘
問
往
來
し
て
、
其
の
歸
る
を
思
へ
る
の
狀
を
見
て
、

之
が
爲
に
歌
を
作
れ
る
也
」
と
言
っ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
前
章
で
考
察
し
た
、
詩
人
の
ニ
ュ
ー
ス
ソ
ー
ス
に
つ
い
て
の

關
心
が
現
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
詩
の
制
作
の
過
程
で
國
を
跨
い
だ
情
報
の
流
通
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、
詩
篇
の
舞
台
と
な

っ
て
い
る
國
と
詩
篇
が
編
入
さ
れ
て
い
る
國
風
と
が
食
い
違
う
こ
と
に
な
る
と
疏
家
が
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
詩
篇
の
收
錄
狀

況
は
、
そ
の
物
理
的
な
流
通
・
移
動
・
收
集
を
反
映
し
て
い
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
土
地
で
作
ら
れ
た
詩
篇
が
何

ら
か
の
理
由
で
他
國
に
移
動
し
、
そ
の
國
の
太
師
に
よ
っ
て
宮
中
に
保
存
さ
れ
た
た
め
、
詩
經
編
集
の
際
、
そ
の
國
の
風
に
收
め
ら
れ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
問
題
は
單
に
詩
經
と
い
う
書
物
內
で
齟
齬
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
止
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。「
載
馳
」
に
お

い
て
、
收
錄
さ
れ
て
い
る
國
風
と
作
者
の
屬
す
る
國
と
が
異
な
る
の
は
、
詩
篇
が
國
家
を
跨
い
で
移
動
し
た
結
果
で
あ
る
、
と
疏
家
は

考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。「
載
馳
」
が
許
國
夫
人
の
自
作
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
女
が
實
家
で
あ
る
衞
の
滅
亡
（
後
に
再
興
さ
れ
る）

（（
（

）
を
悲

し
み
そ
の
思
い
を
自
ら
詠
う
と
い
う
、
眞
情
の
發
露
が
作
詩
の
動
機
と
な
る
。
こ
の
場
合
は
、
衞
國
へ
の
思
い
や
り
の
證
と
し
て
こ
の

詩
を
許
か
ら
衞
へ
と
送
っ
た
り
、
あ
る
い
は
許
へ
派
遣
さ
れ
た
使
者
が
衞
へ
と
持
ち
歸
り
、
衞
の
太
師
に
よ
っ
て
保
管
さ
れ
る
こ
と
は

充
分
想
定
で
き
よ
う
。
一
方
、「
河
廣
」
が
自
作
で
な
く
、
し
か
も
宋
室
に
よ
っ
て
追
い
拂
わ
れ
た
人
閒
の
思
い
を
詠
っ
た
詩
で
あ
る

な
ら
ば
、
衞
か
ら
宋
に
送
ら
れ
た
り
、
宋
の
使
者
が
衞
か
ら
持
ち
歸
っ
た
り
す
る
蓋
然
性
は
乏
し
い
。
自
作
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

詠
わ
れ
て
い
る
內
容
が
他
國
へ
の
思
い
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
主
人
公
の
眞
情
を
吐
露
す
る
た
め
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
目
的

の
た
め
に
手
段
と
し
て
詠
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
目
的
は
自
國
（
衞
國
）
の
た
め
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
、
宋
の
人
々
の

心
に
響
く
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
疏
家
が
あ
る
詩
の
作
中
の
語
り
手
と
作
者
と
を
別
存
在
と
捉
え
る
動
機
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
、

ま
ず
は
、
小
序
の
記
載
に
從
っ
て
解
釋
を
行
っ
た
こ
と
の
表
れ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
が
、
ま
た
、
詩
の
舞
台
に
な
っ
た
地
域
と
詩
が
配
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列
さ
れ
た
編
の
地
域
と
が
食
い
違
う
こ
と
を
合
理
的
に
說
明
す
る
た
め
、
と
い
う
要
因
も
指
摘
で
き
る）

（（
（

。
作
者
に
關
す
る
問
題
と
は
い

う
も
の
の
、
そ
こ
で
は
編
者
の
意
に
合
致
す
る
か
否
か
が
判
斷
基
準
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
背
後
に
は
、
作
中
の
語
り
手
の
眞

情
の
吐
露
で
は
な
い
、
何
ら
か
の
社
會
的
目
的
が
作
詩
の
動
機
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
が
あ
る
。
あ
る
詩
を
自
作
と
し
て
と
る
か
、

作
中
の
語
り
手
と
作
者
と
が
異
な
る
と
と
る
か
は
、
そ
の
詩
を
眞
情
の
發
露
に
よ
っ
て
成
っ
た
も
の
と
捉
え
る
か
、
何
ら
か
の
對
他
的

な
目
的
意
識
を
持
っ
て
創
作
さ
れ
た
も
の
と
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
に
繋
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

詩
人
は
目
的
意
識
を
持
っ
て
詩
を
作
っ
た
と
、
疏
家
が
考
え
て
い
た
こ
と
を
表
す
箇
所
が
正
義
に
は
あ
る
。
毛
詩
大
序
に
、

事
變
に
達
し
て
其
の
舊
俗
を
懷
ふ
者
な
り）

（（
（

。
故
に
變
風
は
情
に
發
し
て
、
禮
義
に
止
ま
る
。
情
に
發
す
る
は
、
民
の
性
な
り
。

禮
義
に
止
ま
る
は
、
先
王
の
澤
な
り
。
是
を
以
っ
て
一
國
の
事
、
一
人
の
本
に
繫
が
る
、
之
を
風
と
謂
ふ
。
天
下
の
事
を
言
ひ
、

四
方
の
風
を
形
は
す
、
之
を
雅
と
謂
ふ
（
達
於
事
變
而
懷
其
舊
俗
者
也
。
故
變
風
發
乎
情
、
止
乎
禮
義
。
發
乎
情
、
民
之
性
也
。

止
乎
禮
義
、
先
王
之
澤
也
。
是
以
一
國
之
事
、
繫
一
人
之
本
、
謂
之
風
、
言
天
下
之
事
、
形
四
方
之
風
、
謂
之
雅
）

と
い
う
文
章
が
あ
る
。
詩
人
は
世
の
亂
れ
に
遭
遇
し
て
怨
み
悲
し
み
の
感
情
を
發
す
る
が
、
そ
の
感
情
を
橫
溢
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、

現
實
の
亂
世
を
、
古
の
先
王
の
恩
澤
を
受
け
た
治
ま
れ
る
御
世
の
風
俗
と
對
比
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
り
、
理
性
的
な
思
考
を
經
て
施
策

を
行
う
と
言
う
。
疏
家
も
右
の
大
序
中
の
「
是
を
以
っ
て
」
と
い
う
接
續
詞
を
取
り
上
げ
て
、

⑧―

正
義　
「
是
を
以
っ
て
」
と
い
う
の
は
、
上
の
言
說
を
承
け
て
下
に
發
言
を
行
う
こ
と
を
表
わ
す
言
葉
で
あ
る
。
詩
人
が
詩

を
作
る
と
き
に
は
、
こ
の
よ
う
に
配
慮
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
是
以
者
、
承
上
生
下
之
辭
、
言
詩
人
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作
詩
、
其
用
心
如
此
）

と
言
い
、
作
詩
行
爲
は
單
な
る
感
情
の
流
露
で
は
な
く
、
確
乎
た
る
目
的
を
實
現
す
る
た
め
に
な
さ
れ
る
理
性
的
行
爲
で
あ
る
こ
と
を

强
調
す
る
。
さ
ら
に
、「
一
國
の
事
、
一
人
の
本
に
繫
が
る
」
に
つ
い
て
は
、
正
義
は
次
の
よ
う
に
說
明
す
る
。

「
一
人
」
と
い
う
の
は
、
詩
の
作
者
の
こ
と
で
あ
る
。
詩
の
作
者
は
、
自
分
一
人
の
心
を
詠
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
要
す
る

に
、
言
っ
て
い
る
こ
と
は
お
の
れ
一
人
の
心
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
が
一
國
の
心
に
な
る
の
で
あ
る
。
詩
人
は
國
全
體
の
思
い
を
見

て
そ
れ
を
お
の
れ
の
心
に
す
る
か
ら
、
だ
か
ら
國
全
體
に
關
わ
る
事
態
が
こ
の
詩
人
一
人
に
繋
が
れ
て
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る

（
一
人
者
作
詩
之
人
。
其
作
詩
者
、
道
己
一
人
之
心
耳
。
要
所
言
一
人
心
。
乃
是
一
國
之
心
、
詩
人
覽
一
國
之
意
以
爲
己
心
、
故

一
國
之
事
繫
此
一
人
使
言
之
也
）

詩
人
が
詠
う
內
容
は
個
人
的
な
感
情
の
吐
露
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
一
國
の
狀
況
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ

に
は
、
詩
人
が
社
會
的
な
目
的
意
識
を
以
て
詩
を
作
っ
た
と
い
う
疏
家
の
認
識
が
現
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
個
別
の
詩
篇
の
正
義
に
お
い
て
も
見
出
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
小
雅
「
菁
菁
者
莪
」
小
序
、「《
菁
菁
者
莪
》

は
、
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
を
樂
し
ん
だ
詩
で
あ
る
。
君
子
が
人
材
を
成
長
さ
せ
育
成
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
天
下
は
喜
び
樂
し
む

の
で
あ
る
（
菁
菁
者
莪
、
樂
育
才
也
。
君
子
能
長
育
人
才
、
則
天
下
喜
樂
之
矣
）」
の
正
義
に
、

⑨―

正
義　

さ
ら
に
、
序
に
「
之
を
喜
樂
す
」
と
言
う
の
は
、〔
君
子
が
人
材
を
育
成
で
き
る
こ
と
が
〕
こ
の
よ
う
で
あ
る
の
を
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他
人
も
見
て
喜
ぶ
の
で
あ
り
、
た
だ
育
成
さ
れ
て
い
る
人
材
だ
け
が
喜
ぶ
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
作
者
は
天
下
の
感
情
を
敍

述
し
て
こ
の
歌
を
作
っ
た
の
で
あ
る
（
又
序
言
喜
樂
之
者
、
他
人
見
之
如
是
而
喜
樂
之
、
非
獨
被
育
者
也
。
作
者
述
天
下
之
情
而

作
歌
耳
）

と
言
う
。
こ
こ
で
も
詩
の
作
者
が
天
下
の
人
々
を
代
表
し
そ
の
共
通
感
情
を
、
詩
の
中
で
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

第
Ⅲ
章
で
取
り
上
げ
た
鄭
風
「
出
其
東
門
」
正
義
で
は
、「
詩
人　

詩
を
爲つ

く

る
に
、
一
國
の
事
を
擧
ぐ
る
と
雖
も
、
但
だ
其
の
辭
は
爲た

め

に
し
て
發
す
る
有
り
」
と
言
う
。
當
時
の
風
俗
を
指
彈
す
る
た
め
に
、
あ
る
人
物
を
實
例
に
擧
げ
て
詠
っ
た
の
で
あ
る
と
說
明
し
て
お

り
、
ベ
ク
ト
ル
は
逆
な
が
ら
、
や
は
り
、
一
人
→
全
體
と
い
う
關
係
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る）

（（
（

。

こ
の
よ
う
に
正
義
に
お
い
て
は
、
詩
自
體
に
「
詩
は
思
い
を
表
現
す
る
も
の
」
と
「
詩
は
美
刺
の
器
」
と
い
う
兩
義
性
が
內
在
す
る

と
い
う
認
識
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
毛
詩
大
序
が
標
榜
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
お
互
い
に
性
格
を
異
に
し
て
時
に
は
矛
盾
す
る
性
格

を
持
つ
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
二
つ
の
精
神
を
解
釋
に
具
現
す
る
た
め
に
は
、
二
つ
の
異
な
る
人
格
を
必
要
と
す
る
場
合
が
あ
っ
た）

（（
（

。

も
ち
ろ
ん
、
詩
の
內
容
が
詩
人
に
よ
る
虛
構
だ
と
い
う
認
識
が
あ
れ
ば
、
二
つ
の
人
格
を
想
定
す
る
必
要
は
な
い
が
、
し
か
し
、
歷
代

の
詩
經
解
釋
學
は
、
詩
篇
に
詠
わ
れ
て
い
る
事
柄
が
歷
史
上
現
實
に
存
在
し
た
事
柄
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
解
釋
の
基
盤
に
据
え
る
一

貫
し
た
傾
向
を
持
っ
て
い
た
。
現
實
に
生
き
た
事
件
の
當
事
者
は
出
來
事
の
渦
中
に
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
み
な
が
道
德
的
な
反
省
を
行

い
、
そ
れ
を
人
々
に
發
信
し
得
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
條
件
下
の
も
と
で
、
大
序
の
精
神
を
解
釋
に
浸
透
さ
せ
る
た
め
に
、

作
中
の
語
り
手
と
作
者
と
を
別
存
在
と
考
え
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
正
義
の
實
際
の
解
釋
で
は
、
兩
者
の
機
能
分
擔
が
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
で

き
な
い
。
詩
人
は
、
語
り
手
の
言
動
の
傳
達
者
と
し
て
、
そ
れ
に
對
す
る
批
評
を
行
わ
な
い
ま
ま
詩
に
定
着
し
た
と
解
釋
さ
れ
る
こ
と
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が
多
か
っ
た
。
こ
れ
か
ら
考
え
る
と
、
正
義
の
認
識
は
小
序
と
詩
と
の
整
合
性
を
保
ち
、
詩
篇
の
配
列
狀
況
を
說
明
す
る
た
め
の
も
の

と
い
う
面
が
强
く
、
い
ま
だ
に
具
體
的
な
解
釋
の
上
に
反
映
さ
れ
た
も
の
と
は
言
え
な
い
。

Ⅴ　

表
現
者
と
し
て
の
詩
人―

歐
陽
脩
の
認
識

第
Ⅱ
章
で
觸
れ
た
よ
う
に
、
歐
陽
脩
の
詩
經
解
釋
に
お
い
て
は
、
詩
中
の
語
り
手
と
作
者
と
を
別
存
在
と
し
て
捉
え
る
、
言
い
換
え

れ
ば
、
詩
人
が
第
三
者
の
立
場
か
ら
詩
中
の
人
物
の
言
葉
を
敍
述
し
て
詩
を
作
っ
た
と
理
解
す
る
傾
向
が
强
い）

（（
（

。
こ
れ
は
、
正
義
と
同

樣
の
認
識
で
あ
る）

（（
（

。
そ
れ
で
は
こ
の
認
識
に
、
正
義
と
異
な
る
彼
獨
自
の
も
の
は
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
た

め
、
邶
風
「
北
風
」
を
例
と
し
て
擧
げ
た
い
。『
詩
本
義
』
で
は
、
本
詩
の
「
論
」
で
、

⑩―

本
義　
「
北
風
」
は
、
も
と
も
と
衞
の
主
君
が
暴
虐
な
政
を
し
、
人
民
が
そ
れ
に
苦
し
め
ら
れ
、
風
雪
に
曝
さ
れ
る
こ
と
を

避
け
も
せ
ず
、
手
に
手
を
取
り
あ
っ
て
國
か
ら
立
ち
去
る
よ
う
な
事
態
に
な
っ
た
こ
と
を
刺
っ
た
詩
で
あ
る
…
…
詩
句
は
す
べ
て
、

民
が
互
い
に
〔
い
っ
し
ょ
に
國
を
立
ち
去
ろ
う
と
〕
呼
び
招
い
て
い
る
言
葉
で
あ
る
（
北
風
本
刺
衞
君
暴
虐
、
百
姓
苦
之
、
不
避

風
雪
、
相
攜
而
去
爾
…
…
皆
民
相
招
之
辭
）

と
言
い
、
ま
た
そ
の
「
本
義
」
で
、

詩
人
は
、
衞
の
主
君
が
暴
虐
な
政
を
し
、
衞
の
人
民
が
逃
散
し
た
こ
と
を
刺
っ
て
、
衞
の
人
民
が
お
互
い
に
呼
び
招
き
あ
っ
て
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い
る
言
葉
を
敍
述
し
て
い
る
（
詩
人
刺
衞
君
暴
虐
、
衞
人
逃
散
之
事
、
述
其
百
姓
相
招
之
辭
）

と
言
い
、
本
詩
が
苛
政
に
苦
し
め
ら
れ
衞
國
か
ら
逃
亡
す
る
人
民
の
言
葉
を
敍
述
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
認

識
が
「
述
」
と
い
う
用
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
含
め
て
、
こ
れ
は
前
章
で
見
た
正
義
の
認
識
と
相
似
し
て
い
る
。
し
か

し
、
歐
陽
脩
の
解
釋
に
は
正
義
と
異
な
る
意
識
が
認
め
ら
れ
る
。
本
詩
の
「
論
」
の
次
の
發
言
が
注
目
さ
れ
る
。

詩
人
は
、
前
の
部
分
で
も
後
の
部
分
で
も
、
衞
の
君
臣
に
つ
い
て
敍
述
し
て
い
る
の
に
、
そ
の
中
閒
だ
け
國
を
去
ろ
う
と
い
う

民
の
言
葉
に
よ
っ
て
問
い
か
け
た
り
は
き
っ
と
し
な
い
だ
ろ
う
（
詩
人
必
不
前
後
述
衞
君
臣
而
中
以
民
去
之
辭
問
之
）

こ
れ
は
、
本
詩
の
構
成
に
つ
い
て
の
正
義
の
次
の
よ
う
な
解
釋
に
對
す
る
批
判
で
あ
る
。

本
詩
は
君
主
の
暴
虐
を
刺
る
こ
と
を
主
と
す
る
の
で
、
首
章
と
二
章
の
上
二
句
は
い
ず
れ
も
君
主
の
政
治
が
酷
薄
で
暴
虐
な
こ

と
の
み
を
言
う
。
卒
章
の
上
二
句
で
よ
う
や
く
君
臣
と
も
に
つ
い
て
言
う
。
三
つ
の
章
の
第
三
・
四
句
は
い
ず
れ
も
民
が
手
と
手

を
取
っ
て
國
を
去
る
こ
と
を
言
い
、
第
五
・
六
句
で
は
國
を
立
ち
去
ろ
う
と
い
う
氣
持
ち
を
言
う
（
此
主
刺
君
虐
、
故
首
章
二
章

上
二
句
皆
獨
言
君
政
酷
暴
。
卒
章
上
二
句
乃
君
臣
竝
言
也
。
三
章
次
二
句
皆
言
攜
持
去
之
、
下
二
句
言
去
之
意
也
）

こ
の
正
義
の
言
わ
ん
と
こ
ろ
を
理
解
す
る
た
め
に
、
首
章
を
例
に
擧
げ
よ
う
。
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北
風
其
涼	

北
風　

其
れ
涼
た
り

雨
雪
其
雱	

雨
雪　

其
れ
雱ほ

う

た
り

［
箋
］
寒
冷
な
風
は
、
萬
物
に
害
を
與
え
る
。［
毛
傳
に
こ
の
二
句
が
］
興
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
主
君
の
政
治
と
敎
化
が
酷
薄

で
暴
虐
な
た
め
、
人
民
を
散
り
散
り
ば
ら
ば
ら
に
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
喩
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
寒
涼
之
風
、
病
害

萬
物
。
興
者
喻
君
政
敎
酷
暴
、
使
民
散
亂
）

惠
而
好
我	

惠
あ
り
て
我
を
好よ

み
す
る
も
の
な
ら
ば

攜
手
同
行	

手
を
攜た

ず
さ

へ
て
行
を
同
に
せ
ん

［
箋
］
性
仁
愛
に
し
て
、
し
か
も
わ
た
し
を
好
ん
で
く
れ
る
人
は
、
わ
た
し
と
手
と
手
を
携
え
て
連
れ
立
っ
て
こ
の
國
を
去
ろ

う
（
性
仁
愛
而
又
好
我
者
、
與
我
相
攜
持
同
道
而
去
）

其
虛
其
邪	

其
れ
虛
な
り　

其
れ
邪ゆ

る

や
か
な
り

既
亟
只
且	

既
こ
と
ご
と

く
に
亟す

み

や
か
な
れ

［
箋
］
今
政
權
に
座
っ
て
い
る
人
は
、
以
前
は
威
儀
あ
り
、
虛
心
で
ゆ
っ
た
り
と
し
、
寬
仁
の
德
を
示
し
て
い
た
も
の
だ
が
、

今
で
は
み
な
亂
暴
で
情
け
容
赦
の
な
い
行
い
を
し
て
い
る
。
民
が
去
ら
な
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
（
言

今
在
位
之
人
、
其
故
威
儀
虛
徐
寬
仁
者
、
今
皆
以
爲
急
刻
之
行
也
。
所
以
當
去
、
以
此
也
）

鄭
箋
に
據
れ
ば
、
第
一
句
と
第
二
句
で
は
、
詩
人
が
主
君
の
政
治
を
刺
っ
た
言
葉
で
あ
る
。
續
く
第
三
・
四
句
は
暴
政
に
耐
え
か
ね

て
國
を
去
ろ
う
と
す
る
民
の
言
葉
が
敍
述
さ
れ
、
第
五
・
六
句
は
國
を
去
ろ
う
と
す
る
民
の
動
機
が
表
現
さ
れ
る
。
こ
の
章
だ
け
見
て

も
、
詩
人
の
政
治
批
判
と
民
同
士
の
呼
び
か
け
お
よ
び
民
の
政
治
批
判
が
特
別
な
工
夫
も
な
く
連
結
さ
れ
、
視
點
が
め
ま
ぐ
る
し
く
變
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わ
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
歐
陽
脩
は
、
こ
の
よ
う
な
解
釋
で
は
詩
篇
が
不
合
理
な
構
成
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
批
判
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
詩
人
の
役
割
に
つ
い
て
の
、
正
義
と
異
な
る
歐
陽
脩
の
認
識
が
表
れ
て
い
る
。
歐
陽
脩
も
、
詩
人
は
他
者
の
言
動
に
基
づ

い
て
詩
を
作
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
詩
人
は
、
正
義
の
理
解
の
よ
う
に
單
な
る
傳
達
者
と
し
て
の
立
場
に
甘
ん
じ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
事
實
を
素
材
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
を
一
貫
し
た
視
點
と
整
合
的
な
構
成
の
中
に
融
解
し
、
一
個
の
統
一
體
と
し
て
の
詩

に
錬
成
し
て
い
る
と
、
歐
陽
脩
は
考
え
て
い
る
。
正
義
に
比
べ
、
詩
篇
の
成
立
に
對
す
る
詩
人
の
主
體
的
役
割
が
大
き
い
。

こ
の
こ
と
は
、
本
詩
卒
章
に
つ
い
て
の
正
義
の
次
の
よ
う
な
解
釋
と
比
べ
る
と
よ
り
明
確
に
な
る
。
右
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
正
義

は
卒
章
第
一
・
二
句
、

莫
赤
匪
狐	

赤
し
と
し
て
狐
に
匪あ

ら

ざ
る
は
莫
し

莫
黑
匪
烏	

黑
し
と
し
て
烏
に
匪
ざ
る
は
莫
し

を
衞
の
朝
廷
の
君
臣
の
暴
虐
を
刺
っ
た
言
葉
と
解
釋
す
る
。
た
だ
し
こ
の
二
句
は
、「
衞
の
人
民
が

0

0

0

0

0

當
時
の
政
治
を
憎
ん
で
…
…
も
っ

て
次
の
こ
と
を
興
し
（
衞
之
百
姓
疾
其
時
政
…
…
以
興
…
…
）」
た
も
の
で
あ
る
と
說
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
時
政
批
判
を
込
め

た
比
喩
が
人
民
に
よ
っ
て
發
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
詩
人
は
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
記
錄
し
た
と
、
正
義
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
詩
の
道

德
性
の
擔
い
手
で
あ
る
は
ず
の
詩
人
は
何
ら
主
體
性
を
發
揮
し
て
お
ら
ず
、
單
な
る
傳
達
者
の
役
割
し
か
果
た
し
て
い
な
い
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
に
對
し
て
歐
陽
脩
は
、
こ
の
二
句
を
次
の
よ
う
に
解
釋
す
る
。
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詩人のまなざし、詩人へのまなざし

狐
と
兔
が
そ
れ
ぞ
れ
類
を
別
に
し
て
集
ま
る
と
言
う
。
言
わ
ん
と
す
る
の
は
、
人
民
が
お
の
お
の
仲
の
よ
い
者
同
士
で
呼
び
合

っ
て
、
仲
閒
ご
と
に
分
か
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
連
れ
だ
っ
て
立
ち
去
る
こ
と
で
あ
る
（
謂
狐
兔
各
有
類
也
。
言
民
各
呼
同
好
、
以
類
相

攜
而
去
也
）

彼
は
こ
の
比
喩
が
詩
人
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
は
本
詩
の
主
題
で
あ
る
逃
亡
す
る
人
民
の
姿
を
比
喩
す
る
た
め
に
作
ら
れ

た
と
し
て
、
詩
篇
の
敍
述
の
一
貫
性
を
强
く
主
張
し
て
い
る
。
先
に
引
用
し
た
「
詩
人　

衞
君
の
暴
虐
、
衞
人
の
逃
散
の
事
を
刺
り
て
、

其
の
百
姓　

相
招
く
の
辭
を
述
ぶ
」
と
い
う
發
言
が
、
詩
人
が
明
確
な
表
現
意
圖
と
視
點
と
を
持
っ
て
創
作
を
行
っ
た
こ
と
を
指
摘
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

衞
風
「
氓
」
は
、
第
Ⅱ
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
正
義
も
歐
陽
脩
も
、
本
詩
が
夫
に
棄
て
ら
れ
た
女
の
言
葉
を
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
と

考
え
る
が
、
漢
唐
詩
經
學
の
中
で
鄭
玄
は
、
詩
中
に
女
以
外
の
人
物
の
言
葉
を
記
錄
し
た
部
分
が
一
章
分
挾
み
込
ま
れ
て
い
る
と
解
釋

す
る
。
す
な
わ
ち
、
第
三
章
の
み
が
國
の
賢
者
が
道
を
踏
み
外
そ
う
と
し
て
い
る
女
を
諭
し
た
言
葉
で
あ
る
と
言
う
。
こ
れ
を
歐
陽
脩

は
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

①―

本
義　
〔
こ
の
章
の
詩
句
は
〕
み
な
女
が
棄
て
ら
れ
逐
わ
れ
て
困
じ
果
て
て
、
自
分
の
し
た
こ
と
を
後
悔
す
る
言
葉
で
あ
る
。

鄭
玄
は
、
國
の
賢
者
が
こ
の
婦
人
が
欺
か
れ
た
の
を
刺
っ
て
、
そ
の
た
め
に
「
あ
あ
」
と
い
っ
て
戒
め
た
言
葉
と
解
す
る
が
、
前

章
の
「
私
の
財
産
を
も
っ
て
あ
な
た
に
つ
い
て
い
っ
た
（
以
我
賄
遷
）」
と
下
章
の
「
桑
の
葉
が
落
ち
出
す
と
（
桑
之
落
矣
）」
が

ど
ち
ら
も
女
性
が
自
分
で
語
っ
た
言
葉
な
の
に
、
そ
の
閒
の
數
句
ば
か
り
が
國
の
賢
者
の
言
葉
だ
と
い
う
は
ず
が
あ
ろ
う
か
。

（
皆
是
女
被
棄
逐
困
而
自
悔
之
辭
。
鄭
以
爲
國
之
賢
者
刺
此
婦
人
見
誘
、
故
于
嗟
而
戒
之
、
今
據
上
文
以
我
見
賄
遷
、
下
文
桑
之
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落
矣
、
皆
是
女
之
自
語
。
豈
於
其
閒
獨
此
數
句
、
爲
國
之
賢
者
之
言
）

歐
陽
脩
は
、
鄭
玄
の
說
で
は
敍
述
の
視
點
が
搖
ら
い
で
し
ま
う
と
批
判
し
て
い
る
。「
詩
人　

女
の
語
を
序
述
せ
る
の
み
」
と
、
內

容
が
事
實
に
基
づ
く
こ
と
は
認
め
る
も
の
の
、
歐
陽
脩
の
考
え
る
詩
人
の
役
割
は
單
な
る
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
に
止
ま
ら
な
い
。
こ
こ
に

も
「
北
風
」
と
同
じ
く
、
詩
人
は
一
貫
し
た
視
點
と
整
合
的
な
構
成
の
も
と
に
詩
を
作
っ
た
は
ず
だ
と
い
う
考
え
方
が
表
れ
て
い
る
。

統
一
し
た
表
現
體
と
し
て
の
詩
を
作
り
上
げ
た
者
と
し
て
の
詩
人
の
役
割
が
强
く
意
識
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
同
じ
く
「
詩
人
」
と
は
言
っ
て
も
、
歐
陽
脩
に
お
け
る
內
實
は
正
義
と
異
な
る
。
正
義
に
お
い
て
は
、
道
德
的
主
體

と
し
て
の
性
格
が
强
か
っ
た
が
、
そ
の
性
格
が
詩
篇
の
內
容
の
解
釋
に
充
分
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
一
方
、
歐
陽
脩
の

考
え
る
詩
人
は
む
し
ろ
表
現
者
と
し
て
役
割
が
與
え
ら
れ
、
實
際
の
解
釋
に
も
そ
の
存
在
が
强
く
意
識
さ
れ
て
い
る
。
詩
中
に
「
我
」

と
言
っ
て
、
詩
人
自
ら
が
姿
を
現
す
小
雅
「
節
南
山
」
第
七
章
の
解
釋
は
象
徴
的
で
あ
る
。

駕
彼
四
牡	

彼
の
四
牡
に
駕
せ
ば

四
牡
項
領	

四
牡　

項こ
う

領り
ょ
う

た
り

我
瞻
四
方	

我　

四
方
を
瞻み

れ
ば

蹙
蹙
靡
所
聘	

蹙せ
き
せ
き蹙

と
し
て
聘
す
る
所
靡な

し

詩
中
に
「
我　

四
方
を
瞻
る
」
と
あ
り
、
正
義
も
こ
れ
を
も
ち
ろ
ん
詩
人
の
自
稱
と
解
釋
し
て
は
い
る
。
し
か
し
、
正
義
は
「
四

牡
」
を
王
の
車
を
引
く
も
の
と
と
解
釋
し
、
こ
の
二
句
は
諸
侯
が
王
の
命
令
に
從
わ
な
い
こ
と
の
比
喩
だ
と
考
え
る）

（（
（

。
そ
の
た
め
、
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詩人のまなざし、詩人へのまなざし

「
我
」
に
は
具
體
的
な
形
象
化
が
な
さ
れ
ず
、
そ
の
た
め
そ
の
感
慨
も
抽
象
的
な
言
葉
に
止
ま
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
對
し
て
、
歐
陽
脩
は
「
我
」
が
ど
う
い
う
存
在
か
詩
中
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

⑪―

本
義　
「
彼
の
四
牡
に
駕
せ
ば
、
四
牡　

項
領
た
り
。
我　

四
方
を
瞻
れ
ば
、
蹙
蹙
と
し
て
聘
す
る
所
靡
し
」
と
言
う
の
は
、

こ
の
詩
の
作
者
が
、「
私
が
こ
の
太
い
首
を
持
つ
四
頭
の
雄
馬
に
車
を
引
か
せ
、
天
下
を
眺
め
渡
せ
ば
、
王
室
は
混
亂
し
、
諸
侯

は
抗
爭
を
繰
り
廣
げ
、
四
方
い
ず
く
に
も
行
く
べ
き
場
所
が
な
い
」
と
言
う
の
で
あ
る
（
駕
彼
四
牡
、
四
牡
項
領
、
我
瞻
四
方
、

蹙
蹙
靡
所
聘
云
者
、
作
詩
者
言
我
駕
此
大
領
之
四
牡
、
四
顧
天
下
、
王
室
昏
亂
、
諸
侯
交
爭
而
四
方
皆
無
可
往
之
所
）

こ
こ
に
は
、
馬
車
を
驅
っ
て
天
下
を
眺
め
渡
し
爭
亂
を
嘆
き
悲
し
む
詩
人
が
登
場
す
る
。
敍
述
者
で
あ
り
な
が
ら
自
ら
の
姿
を
詩
中

に
描
き
出
し
て
い
る
。
第
Ⅳ
章
で
、
詩
人
の
感
慨
は
個
人
的
な
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
一
國
全
體
の
共
通
の
感
慨
で
も
あ

る
と
捉
え
、
個
人
が
集
團
の
中
に
溶
解
し
て
い
く
印
象
の
あ
る
正
義
の
解
釋
を
見
た
。
そ
れ
に
比
較
す
る
と
、
こ
こ
に
は
自
分
の
感
慨

を
高
い
調
子
で
歌
い
上
げ
る
、
確
乎
た
る
形
象
と
人
格
を
持
っ
た
詩
人
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る）

（（
（

。
こ
れ
は
、
次
章
に
見
る
朱

熹
の
詩
人
認
識
の
先
蹤
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ⅵ　

正
義
と
朱
熹
と
の
比
較

朱
熹
の
詩
編
解
釋
で
は
、
詩
中
の
語
り
手
と
作
者
と
を
同
一
視
す
る
傾
向
が
著
し
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
檀
作
文
・

王
倩
兩
氏
が
詳
し
く
論
じ
て
い
る）

（（
（

が
、
行
論
の
關
係
上
、
本
稿
で
も
こ
の
こ
と
を
前
章
ま
で
に
取
り
上
げ
た
詩
篇
に
つ
い
て
確
認
し
て
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み
よ
う
。

鄭
風
「
出
其
東
門
」
を
、
亂
世
の
中
で
夫
婦
の
縁
を
全
う
で
き
な
い
男
女
の
悲
し
み
を
詠
っ
た
と
す
る
正
義
と
は
異
な
り
、
朱
熹
は

當
時
淫
亂
な
風
氣
が
蔓
延
し
て
い
た
中
で
も
、
道
德
を
見
失
わ
ず
に
生
き
る
夫
婦
の
詩
と
考
え
る
。
朱
熹
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

②―

集
傳　

人
が
淫
奔
な
女
を
見
て
こ
の
詩
を
作
っ
た
。
こ
れ
ら
の
女
は
確
か
に
美
し
く
數
も
多
い
が
、
し
か
し
わ
た
し
が
思

い
を
掛
け
る
相
手
で
は
な
い
。
こ
の
女
た
ち
は
、
自
分
の
妻
が
貧
し
く
て
む
さ
苦
し
い
な
が
ら
、
ま
ず
ま
ず
と
も
に
心
樂
し
く
暮

ら
せ
る
の
に
お
よ
ば
な
い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
當
時
淫
蕩
な
風
氣
が
蔓
延
し
て
い
た
が
、
そ
の
中
に
も
こ
の
よ
う
な
人
が
い
る
。

自
分
自
身
の
價
値
觀
を
守
っ
て
、
世
俗
の
流
行
に
流
さ
れ
な
い
人
閒
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
羞
惡
の
心
は
人
そ
れ
ぞ
れ
が
み
な

持
っ
て
い
る
こ
と
を
、
信
じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
（
人
見
淫
奔
之
女
而
作
此
詩
。
以
爲
此
女
雖
美
且
眾
、
而
非
我
思
之
所
存
。

不
如
己
之
室
家
、
雖
貧
且
陋
、
而
聊
可
自
樂
也
。
是
時
淫
風
大
行
、
而
其
閒
乃
有
如
此
之
人
。
亦
可
謂
能
自
好
而
不
爲
習
俗
所
移

矣
。
羞
惡
之
心
、
人
皆
有
之
、
其
不
信
哉
）

「
人　

淫
奔
の
女
を
見
て
此
の
詩
を
作
る
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
詩
に
は
作
者
自
身
が
體
驗
し
た
事
柄
が
詠
わ
れ
て
い

る
と
、
朱
熹
が
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
詩
中
の
「
我
」
は
作
者
と
一
致
し
、
詩
中
の
語
り
手
の
發
言
が
、
す
な
わ
ち
作
者
の
發

す
る
道
德
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
他
な
ら
な
い）

（（
（

。
正
義
が
、
詩
中
の
「
我
」
は
妻
を
棄
て
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
夫
で
あ
り
、
彼
が
訴
え
る
悲

し
み
と
諦
め
の
言
葉
自
體
は
道
德
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
は
な
く
、
そ
れ
を
詩
に
定
着
し
た
詩
人
の
「
亂
を
閔あ

は
れ

」（
小
序
の
言
葉
）
む
と

い
う
目
的
こ
そ
が
道
德
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
の
だ
と
解
釋
す
る
の
と
は
對
照
的
で
あ
る
。

小
雅
「
四
牡
」
で
は
、
朱
熹
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
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詩人のまなざし、詩人へのまなざし

⑤―

集
傳　

こ
の
詩
は
、
使
臣
を
勞
う
詩
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
主
君
が
臣
下
を
使
役
し
、
臣
下
が
主
君
に
仕
え
る
の
は
、
禮
で

あ
る
。
故
に
、
臣
た
る
者
が
王
の
た
め
の
仕
事
に
奔
走
す
る
の
は
、
そ
れ
は
た
だ
、
自
分
の
職
分
と
し
て
當
然
な
す
べ
き
任
務
を

果
た
し
て
い
る
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
自
分
が
苦
勞
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
思
っ
た
り
な
ど
す
る
は
ず
が
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
主
君
の
心
情
と
し
て
は
、
臣
下
の
そ
の
よ
う
な
態
度
に
安
ん
じ
た
り
は
し
な
い
。
だ
か
ら
宴
席
の
場
で
臣
下
の
心
情
を
述
べ
て

そ
の
苦
勞
を
憐
れ
む
の
で
あ
る
。
…
…
臣
は
仕
事
に
苦
勞
し
て
も
そ
れ
を
口
に
出
さ
な
い
。
主
君
は
臣
下
の
氣
持
ち
を
探
り
彼
に

代
わ
っ
て
言
う
。
上
下
の
閒
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
道
を
盡
く
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
（
此
勞
使
臣
之
詩
也
。
夫
君
之
使
臣
、

臣
之
事
君
、
禮
也
。
故
爲
臣
者
奔
走
於
王
事
、
特
以
盡
其
職
分
之
所
當
爲
而
已
。
何
敢
自
以
爲
勞
哉
。
然
君
之
心
則
不
敢
以
是
而

自
安
也
。
故
燕
饗
之
際
、
敍
其
情
以
閔
其
勞
。
…
…
臣
勞
於
事
而
不
自
言
、
君
探
其
情
而
代
之
言
、
上
下
之
閒
可
謂
各
盡
其
道

矣
）

臣
下
が
自
分
の
苦
勞
を
口
に
し
な
い
で
い
る
の
を
、
文
王
が
推
し
量
っ
て
詩
に
表
現
し
た
の
が
本
詩
だ
と
考
え
て
い
る
。
臣
下
の
言

葉
が
文
王
に
よ
る
假
構
と
捉
え
ら
れ
、
文
王
の
視
點
で
詩
全
體
を
一
貫
さ
せ
て
い
る
た
め
、
正
義
に
あ
っ
た
よ
う
な
、
表
現
し
て
い
る

の
は
文
王
で
あ
る
の
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
臣
下
が
實
際
に
思
っ
て
い
る
こ
と
そ
の
も
の
で
、
表
現
者
の
存
在
意
義
が
消
失
し
て
い

る
と
い
う
よ
う
な
ね
じ
れ
は
な
い
。

朱
熹
の
解
釋
は
、
作
者
と
語
り
手
と
を
こ
の
よ
う
に
同
一
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
詩
篇
を
抒
情
の
器
と
見
、
詩
中
に
詠
わ
れ
る
感

情
そ
の
も
の
を
詩
人
が
表
現
し
よ
う
と
し
た
こ
と
と
捉
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
詩
經
を
文
學
的
に
解
釋
す
る
こ
と
を
促

進
す
る
働
き
を
し
た
こ
と
は
、
檀
作
文
・
王
倩
兩
氏
が
詳
し
く
說
明
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
問
題
を
別
の
面
か
ら
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
正
義
は
、
詩
中
の
語
り
手
は
感
情
を
發
露
し
て
言
葉
に
表
現
す
る
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者
、
作
者
は
批
評
的
態
度
で
そ
れ
を
敍
述
す
る
者
、
と
分
け
た
。
つ
ま
り
、
詩
中
の
語
り
手
を
抒
情
性
の
主
體
、
作
者
を
道
德
性
の
主

體
と
捉
え
、
作
者
は
、
あ
る
出
來
事
を
物
語
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
道
德
的
見
地
か
ら
批
評
し
讀
者
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
發
信
し
て

い
る
、
と
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
朱
熹
の
認
識
で
は
こ
の
よ
う
な
役
割
分
擔
が
消
失
し
、
語
り
手
＝
作
者
が
、
詩
篇
の
敍
情
性
と
道
德

性
を
ふ
た
つ
な
が
ら
受
け
持
つ
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
詩
中
の
語
り
手
の
言
葉
、
あ
る
い
は
彼
を
主
人
公
と
し
て
物
語
ら
れ
る

出
來
事
は
必
然
的
に
道
德
性
を
强
く
帶
び
た
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
意
味
で
朱
熹
の
認
識
は
、
彼
の
解
釋
に
お
け
る
主
人

公
像
の
可
能
性
に
限
定
を
つ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
出
其
東
門
」
か
ら
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。「
正

義
」
の
解
釋
か
ら
立
ち
現
れ
る
主
人
公
像
は
、
亂
世
の
過
酷
な
現
實
に
翻
弄
さ
れ
、
自
分
の
妻
を
守
り
き
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
と
い

っ
て
き
っ
ぱ
り
と
思
い
切
る
こ
と
も
で
き
ず
未
練
を
殘
す
主
體
性
に
缺
け
る
人
物
で
あ
る
の
に
對
し
て
、
朱
熹
の
解
釋
か
ら
立
ち
現
れ

る
主
人
公
像
は
、
周
圍
の
状
況
に
惑
わ
さ
れ
ず
、
自
分
自
身
の
道
德
觀
に
よ
っ
て
生
き
方
を
貫
こ
う
と
す
る
意
志
の
强
い
人
閒
で
あ
る
。

こ
の
他
に
も
例
え
ば
、
小
雅
「
小
辨
」
で
は
、
朱
熹
は
「
詩
序
辨
說
」
に
お
い
て
本
詩
の
小
序
を
批
判
し
て
、

④―

辨
說　

本
詩
は
、
明
ら
か
に
放
逐
さ
れ
た
子
の
作
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
余
地
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
必
ず
や
宜
臼
で

あ
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
小
序
が
、
さ
ら
に
「
宜
臼
の
守
り
役
に
よ
る
作
だ
」
と
言
う
の
は
と
り
わ
け
そ
の
根
據
が
わ
か

ら
な
い
（
此
詩
明
白
爲
放
子
之
作
無
疑
、
但
未
有
以
見
其
必
爲
宜
臼
耳
。
序
又
以
爲
宜
臼
之
傅
、
尤
不
知
其
所
據
也
）

と
言
い
、
ま
た
「
小
辨
」
題
下
注
に
お
い
て
も
、

④―

集
傳　

幽
王
は
申
か
ら
妃
を
娶
り
、
太
子
の
宜
臼
が
生
ま
れ
た
。
後
に
褒
姒
を
手
に
入
れ
彼
女
に
惑
い
、
子
の
伯
服
が
生
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詩人のまなざし、詩人へのまなざし

ま
れ
、
そ
の
讒
言
を
信
じ
、
申
后
を
し
り
ぞ
け
、
宜
臼
を
放
逐
し
た
。
か
く
し
て
宜
臼
は
こ
の
詩
を
作
り
自
ら
怨
ん
だ
の
で
あ
る
。

小
序
に
「
太
子
の
傅
が
太
子
の
情
を
述
べ
て
こ
の
詩
を
作
っ
た
」
と
言
う
の
は
、
い
っ
た
い
何
を
根
據
と
し
た
も
の
か
わ
か
ら
な

い
（
幽
王
娶
於
申
、
生
大
子
宜
臼
。
後
得
褒
姒
而
惑
之
、
生
子
伯
服
、
信
其
讒
、
黜
申
后
、
逐
宜
臼
。
而
宜
臼
作
此
以
自
怨
也
。

序
以
爲
大
子
之
傅
述
大
子
之
情
以
爲
是
詩
、
不
知
其
何
所
據
也）

（（
（

）

と
言
い
、
小
序
の
說
を
斥
け
る
。
作
者
が
宜
臼
で
あ
る
か
否
か
に
お
い
て
は
、
說
に
搖
ら
ぎ
が
見
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
本

詩
を
放
逐
さ
れ
た
子
自
身
が
父
親
に
對
し
て
怨
み
を
述
べ
た
も
の
と
考
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
正
義
が
本
詩
を
太
子
自
身
の
言
と
し
な
か
っ
た
の
は
、
子
供
が
父
親
へ
の
批
判
を
詩
に
詠
う
の
は
不
孝
で
あ
り
、
詩
經

の
詩
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
詠
っ
て
い
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
判
斷
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
孟
子
の
時
代
か
ら
す
で
に
議
論
の
對
象
と

な
っ
て
い
た
問
題
で
あ
る
。
齊
の
高
子
が
「
小
辨
」
は
「
怨
ん
」
で
い
る
が
故
に
小
人
の
詩
だ
と
言
っ
た
の
に
對
し
て
、
孟
子
は
、
親

の
重
大
な
過
失
を
怨
む
の
は
、
親
に
對
す
る
愛
情
の
な
せ
る
わ
ざ
で
仁
な
る
行
爲
で
あ
り
、
怨
ま
な
か
っ
た
ら
そ
れ
こ
そ
が
不
孝
で
あ

る
の
だ
と
辯
護
し
た）

（（
（

。『
集
傳
』
は
「
小
辨
」
の
解
釋
の
中
で
、
こ
の
孟
子
の
說
を
引
用
す
る
。
こ
れ
は
、
本
詩
を
太
子
の
自
作
と
解

釋
す
る
前
提
と
し
て
、
太
子
が
父
を
怨
ん
で
詩
を
作
る
こ
と
が
道
義
上
問
題
な
い
こ
と
を
證
明
す
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
主
人
公
の

道
德
性
を
確
保
し
た
上
で
、
作
者
と
語
り
手
と
の
一
體
化
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る）

（（
（

。

さ
ら
に
、
小
雅
「
采
綠
」
を
見
て
み
よ
う
。
正
義
の
解
釋
に
據
れ
ば
こ
の
詩
に
は
、
夫
の
長
い
不
在
を
悲
し
む
妻
の
姿
が
詠
わ
れ
て

い
る
。
詩
の
中
で
妻
は
、
夫
が
外
地
に
出
か
け
る
の
に
つ
い
て
い
け
ば
よ
か
っ
た
と
い
う
後
悔
の
言
葉
を
出
す
。
こ
れ
は
、
妻
が
夫
へ

の
强
い
思
い
を
溢
出
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、
女
性
が
夫
に
つ
い
て
外
地
に
出
た
い
と
思
う
こ
と
が
禮
に
外
れ
て
い
る
の
で
、
詩
人
は

こ
れ
を
批
判
し
た
の
だ
と
正
義
は
說
明
す
る
。
正
義
の
理
解
に
據
れ
ば
、
作
者
は
詩
中
の
人
物
に
對
し
て
批
判
的
な
態
度
を
と
っ
て
い



（0

る
こ
と
に
な
る
（
詳
し
く
は
、
第
Ⅶ
章
で
檢
討
す
る
）。

朱
熹
は
、
正
義
の
こ
の
よ
う
な
理
解
を
否
定
す
る
。
彼
は
「
詩
序
辨
說
」
で
次
の
よ
う
に
言
う
。

⑫―
辨
說　

本
詩
は
夫
と
離
れ
て
暮
ら
す
妻
の
自
作
し
た
も
の
で
あ
り
、
他
人
が
彼
女
を
刺
っ
た
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
妻
が

お
上
に
對
す
る
批
判
の
氣
持
ち
を
表
現
し
た
も
の
で
も
な
い
（
此
詩
怨
曠
者
所
自
作
、
非
人
刺
之
、
亦
非
怨
曠
者
有
所
刺
於
上

也
）

朱
熹
は
本
詩
を
女
性
の
自
作
と
す
る
。
詩
中
の
語
り
手
が
す
な
わ
ち
詩
の
作
者
で
あ
る
の
で
、
詩
中
の
言
葉
に
對
す
る
批
評
的
態
度

も
當
然
あ
り
得
な
い
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
詩
句
の
解
釋
に
興
味
深
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
三
章
を
見
て
み
よ
う
。

之
子
于
狩	

之
の
子　

于こ
こ

に
狩
れ
ば

言
韔
其
弓	

言わ
れ　

其
の
弓
を
韔

ち
ょ
う

せ
ん

之
子
于
釣	

之
の
子　

于
に
釣
せ
ば

言
綸
之
繩	

言　

之
の
繩

つ
り
い
と

を
綸よ

ら
ん

正
義
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

⑫―

正
義　

婦
人
は
…
…
次
の
よ
う
に
言
う
、「
私
は
本
當
は
夫
と
と
も
に
外
地
に
行
く
べ
き
で
あ
っ
た
。
も
し
あ
の
人
が
狩
り
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詩人のまなざし、詩人へのまなざし

に
出
か
け
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
私
は
彼
の
た
め
に
弓
を
弓
袋
に
納
め
て
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
…
あ
の
人
が
釣
り
に
出
か

け
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
私
は
彼
の
た
め
に
絲
を
縒
っ
て
釣
り
絲
を
作
っ
て）

（（
（

あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
…
今
夫
を
目
に
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
の
で
彼
を
思
い
、
當
初
そ
の
よ
う
に
し
な
か
っ
た
こ
と
を
後
悔
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
婦
人
…
…
云
、
我
本
應
與

之
俱
去
。
若
是
子
之
夫
往
狩
與
、
我
當
與
之
韔
其
弓
…
…
是
子
之
夫
往
釣
與
、
我
當
與
之
綸
之
繩
…
…
今
不
見
而
思
、
故
悔
本
不

然
）

疏
家
は
、
詩
中
で
詠
わ
れ
て
い
る
の
は
、
夫
に
付
い
て
い
っ
た
と
し
た
ら
自
分
が
す
る
で
あ
ろ
う
行
爲
を
妻
が
假
想
し
て
言
っ
た
も

の
だ
と
解
釋
し
て
い
る
。
妻
が
夫
に
付
い
て
外
地
に
旅
す
る
こ
と
が
禮
に
外
れ
る
行
い
で
あ
る
が
故
に
、
も
し
夫
に
付
い
て
い
っ
た
と

し
た
ら
自
分
は
こ
う
し
た
は
ず
だ
と
空
想
す
る
こ
と
自
體
が
、
詩
人
の
批
判
の
對
象
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
對
し
て
集
傳
の
解
釋

は
異
な
る
。

⑫―

集
傳　

夫
が
歸
っ
て
き
て
、
狩
り
に
行
き
た
い
と
言
っ
た
な
ら
、
私
は
彼
の
た
め
に
弓
を
弓
袋
に
納
め
て
あ
げ
よ
う
。
釣

り
に
行
き
た
い
と
言
っ
た
な
ら
、
私
は
彼
の
た
め
に
釣
り
絲
を
縒
っ
て
あ
げ
よ
う）

（（
（

。
夫
に
强
く
焦
が
れ
、
深
く
思
い
、
ど
こ
に
で

も
い
っ
し
ょ
に
行
き
た
い
と
思
う
。（
言
君
子
若
歸
而
欲
往
狩
耶
、
我
則
爲
之
韔
其
弓
。
欲
往
釣
耶
、
我
則
爲
之
綸
其
繩
。
望
之

切
、
思
之
深
、
欲
無
往
而
不
與
之
俱
也
）

「
君
子　

若
し
歸
ら
ば
」
と
言
っ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
朱
熹
は
、
正
義
と
異
な
り
こ
の
章
を
夫
が
歸
宅
し
た
後
の
こ
と
を
妻

が
空
想
し
て
言
っ
た
も
の
と
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
朱
熹
が
こ
の
よ
う
に
解
釋
を
變
え
た
理
由
は
、
一
つ
に
は
狩
り
や
釣
り
と
い
っ
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た
日
常
的
な
行
動
を
、
徴
用
に
驅
り
出
さ
れ
た
夫
の
行
動
と
し
て
詠
っ
た
も
の
と
解
釋
す
る
こ
と
に
不
合
理
を
感
じ
た
こ
と
が
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
他
に
別
の
動
機
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
朱
熹
の
解
釋
に
は
、
夫
に
付
き
隨
っ
て
外
地

に
行
き
た
い
と
思
う
妻
の
形
象
は
現
れ
な
い
。
彼
女
は
た
だ
た
だ
夫
の
不
在
を
悲
し
み
、
そ
の
早
い
歸
宅
を
待
ち
望
ん
で
い
る
だ
け
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
妻
の
姿
は
、
正
義
が
言
う
道
德
に
照
ら
し
て
も
、
刺
る
べ
き
と
こ
ろ
は
な
い）

（（
（

。
つ
ま
り
、
朱
熹
は
解
釋
を
變
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
眞
情
を
發
露
さ
せ
つ
つ
、
道
德
に
外
れ
な
い
語
り
手
＝
作
者
の
形
象
を
引
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

考
え
る
と
、
朱
熹
は
、
正
義
と
道
德
觀
を
共
有
し
た
上
で
、
主
人
公
が
不
道
德
に
陷
る
こ
と
を
回
避
す
る
た
め
、
夫
に
付
き
隨
っ
て
の

行
動
で
は
な
く
、
夫
の
歸
宅
後
の
行
動
を
夢
想
し
て
い
る
と
解
釋
を
變
え
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。

筆
者
は
以
前
、
宋
代
詩
經
學
の
解
釋
の
中
で
は
、
詩
中
の
人
物
の
道
德
性
が
强
化
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
考
察
し
た）

（（
（

が
、
作
者

＝
語
り
手
と
い
う
認
識
は
、
こ
の
解
釋
の
傾
向
と
足
竝
み
を
揃
え
て
い
る
こ
と
に
な
る）

（（
（

。

Ⅶ　

詩
人
と
編
詩

姜
炳
璋
は
、『
詩
序
補
義
』
綱
領
の
中
で
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
詩
人
の
意
」
が
あ
り
、「
編
詩
の
意
」
が
あ
る
。
例
え
ば
、
邶
風
「
雄
雉
」
は
婦
人
が
夫
を
思
う
詩
で
、
邶
風
「
凱
風
」
は
七

人
の
息
子
が
自
ら
を
責
め
る
詩
で
あ
る
な
ど
、
こ
れ
ら
が
「
詩
人
の
意
」
で
あ
る
。「
雄
雉
」
を
宣
公
を
刺
る
詩
と
し
、「
凱
風
」

を
孝
子
を
美
め
る
詩
と
す
る
な
ど
、
こ
れ
ら
が
「
編
詩
の
意
」
で
あ
る
。
朱
子
は
詩
句
に
沿
っ
て
詩
篇
の
意
味
を
解
釋
し
た
が
、

こ
れ
は
た
い
て
い
、
詩
人
の
意
に
よ
っ
て
詩
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
と
見
な
し
た
も
の
で
あ
る
。
國
史
は
政
治
の
得
失
の
跡
を
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詩人のまなざし、詩人へのまなざし

明
ら
か
に
認
識
し
た
が
、
こ
れ
は
編
詩
の
意
を
一
篇
の
要
と
し
た
も
の
で
あ
る）

（（
（

。

「
編
詩
の
意
」
と
は
、
採
詩
の
官
か
ら
奉
呈
さ
れ
た
民
謠
等
の
中
か
ら
、
太
師
が
儀
禮
や
敎
化
に
資
す
る
も
の
を
選
び
保
存
す
べ
き

詩
と
し
た
時
に
見
出
さ
れ
た
意
味
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
言
い
換
え
れ
ば
、
詩
が
社
會
的
な
存
在
と
な
っ
た
時
に
見
出
さ
れ

た
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
と
對
應
さ
せ
る
な
ら
ば
、「
詩
人
の
意
」
す
な
わ
ち
、
詩
の
作
者
が
詩
に
込
め
た
意
味
と
は
、
詩
が
社
會
的
存

在
に
な
る
前
、
詩
に
本
來
的
に
內
在
し
て
い
る
意
味
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
姜
氏
は
、
一
篇
の
詩
に
は
本
來
的
に
內
在
し
て
い
る

意
味
と
、
社
會
的
存
在
と
し
て
の
意
味
と
が
併
存
し
て
お
り
、
朱
熹
と
國
史
と
の
解
釋
の
違
い
と
は
、
こ
の
う
ち
の
ど
ち
ら
に
視
點
を

置
く
か
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
、
ど
ち
ら
が
正
し
く
ど
ち
ら
が
誤
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
姜
氏

の
こ
の
見
解
は
、
車
行
健
氏
が
、「
姜
氏
は
、
詩
の
意
味
を
形
成
す
る
相
異
な
る
道
筋
を
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
傳
統
的
詩
經
學

に
お
い
て
詩
の
意
味
に
種
々
さ
ま
ざ
ま
の
解
釋
が
生
じ
て
い
る
現
象
を
、
根
本
ま
で
遡
っ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
目
的
意
識
は
、
魏
源
、
龔
橙
と
一
致
し
て
い
る
（
姜
氏
…
…
嘗
試
著
從
《
詩
》
義
形
成
的
不
同
管
道
之
分
梳
、
來
對
傳
統

《
詩
經
》
學
中
《
詩
》
義
解
釋
紛
歧
的
現
象
做
一
番
正
本
淸
源
式
的
釐
淸
工
作
、
這
種
用
心
企
圖
卻
是
與
魏
源
、
龔
橙
一
致
的）

（（
（

）」
と
言

う
よ
う
に
、
詩
の
意
味
の
多
層
性
の
本
質
に
迫
っ
た
も
の
と
評
價
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
姜
氏
の
說
を
、
本
稿
で
考
察
し
た
詩
中
の
語
り
手
・
主
人
公
と
作
者
と
の
問
題
と
關
連
さ
せ
て
考
え
て
み
よ
う
。
右
の
文

章
の
中
で
編
詩
の
意
と
し
て
擧
げ
ら
れ
て
い
る
「
宣
公
を
刺
る
」
は
「
雄
雉
」
の
、「
孝
子
を
美
む
」
は
「
凱
風
」
の
小
序
の
初
句
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
姜
氏
は
「
編
詩
の
意
」
＝
小
序
と
考
え
て
い
る
。
漢
唐
詩
經
學
で
は
小
序
を
詩
の
本
義
と
考
え
る
の
で
、
姜
氏
は
漢

唐
詩
經
學
に
と
っ
て
の
「
詩
人
の
意
」
を
「
編
詩
の
意
」
と
呼
び
換
え
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
姜
氏
の
い
わ
ゆ
る
「
詩
人
の

意
」
は
、
詩
篇
の
さ
ら
に
內
部
に
求
め
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
に
對
應
す
る
の
は
、
正
義
が
詩
中
の
語
り
手
・
主
人
公
の
言
動
と
認
識
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す
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
姜
氏
の
言
う
「
詩
人
の
意
」
と
「
編
詩
の
意
」
と
は
、
漢
唐
詩
經
學
で
は
、
詩
中

の
語
り
手
と
作
者
と
の
關
係
に
相
當
し
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
詩
に
內
在
す
る
意
味
と
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
第
Ⅰ
章
で
、
姜

氏
の
發
言
は
詩
篇
の
意
味
の
多
層
性
を
、
詩
人
の
意
と
讀
詩
の
意―

詩
人
が
詩
に
込
め
た
意
味
と
享
受
者
が
解
釋
を
通
じ
て
見
出
し

た
意
味―
と
い
う
觀
點
か
ら
捉
え
た
も
の
と
述
べ
た
が
、
正
義
の
論
理
に
當
て
嵌
め
て
み
る
と
、
詩
篇
の
内
部
を
構
造
化
し
て
捉
え

た
も
の
と
讀
み
替
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
逆
の
見
方
を
す
れ
ば
、
正
義
に
と
っ
て
の
詩
人
と
は
、
詩
の
内
部
と
外
部
と
の
境
界
線
上
に

位
置
す
る
曖
昧
な
性
格
を
持
つ
存
在
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
方
、
小
序
の
說
に
對
し
て
懷
疑
的
な
立
場
を
と
る
朱
熹
に
と
っ
て
は
、
當
然
、
編
詩
の
意
は
詩
經
本
來
の
意
味
と
は
認
め
ら
れ
な

い
の
で
、「
詩
人
の
意
」
は
詩
に
內
在
す
る
が
、「
編
詩
の
意
」
は
外
在
的
な
意
味
と
認
識
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
正
義
と

朱
熹
も
同
じ
よ
う
に
詩
に
二
重
の
意
味
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
二
重
性
が
、
正
義
は
詩
自
體
に
內
在
す
る
と
考
え
、
朱

熹
は
內
部
と
外
部
に
分
か
れ
て
存
在
す
る
と
考
え
る
點
が
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
圖
示
す
れ
ば
、
圖
�
の
よ
う

に
な
る
。

正
義
は
詩
に
二
重
性
が
內
在
す
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
が
、
第
Ⅲ
・
Ⅳ
章
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
小
序
の
說
や
詩
篇
の
配

列
狀
況
を
說
明
す
る
た
め
の
認
識
と
い
う
性
格
が
强
く
、
詩
篇
の
內
容
の
具
體
的
な
解
釋
に
は
こ
の
認
識
が
充
分
に
反
映
さ
れ
て
い
る

と
は
言
え
ず
、
詩
人
が
單
な
る
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
の
役
割
し
か
擔
っ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
さ
ら
に
前
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、

正
義
が
小
序
を
解
釋
す
る
時
、
基
本
的
に
「
作
…
…
詩
者
」
と
言
い
、
小
序
を
說
明
す
る
こ
と
が
す
な
わ
ち
作
詩
の
意
圖
を
說
明
す
る

こ
と
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
示
す
が
、
そ
の
中
に
小
序
が
編
者
の
意
圖
を
說
明
し
て
い
る
と
考
え
て
解
釋
し
て
い
る
例
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
、
詩
人
の
意
と
編
者
と
の
意
と
を
必
ず
し
も
明
確
に
區
別
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る）

（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
疏

家
に
お
い
て
詩
人
の
位
置
付
け
が
曖
昧
で
あ
り
そ
の
獨
自
の
役
割
が
充
分
に
認
識
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
こ
と
も
、
右
に
述
べ
た
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詩人のまなざし、詩人へのまなざし

こ
と
を
參
考
に
す
れ
ば
說
明
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

小
雅
「
采
綠
」
の
正
義
を
例
に
と
っ
て
考
え
て
み
よ

う
。
本
詩
序
、「《
采
綠
》
は
、〔
夫
が
行
役
に
行
き
歸

還
の
時
期
が
過
ぎ
て
久
し
い
の
に
歸
っ
て
こ
な
い
た

め
〕
夫
と
離
れ
て
暮
ら
す
こ
と
を
怨
ん
で
い
る
の
を
刺

っ
た
詩
で
あ
る
。
幽
王
の
時
、
夫
と
離
れ
て
暮
ら
す
の

を
怨
む
者
が
多
か
っ
た
（
采
綠
、
刺
怨
曠
也
。
幽
王
之

時
多
怨
曠
者
也
）」
の
正
義
で
は
、「
作
采
綠
詩
者

…
…
」
と
言
っ
て
詩
人
の
意
を
説
明
せ
ず
次
の
よ
う
に

言
う）

（（
（

。
⑬―

正
義　

婦
人
が
夫
と
長
い
閒
別
れ
て
暮
ら

す
こ
と
自
體
は
王
の
政
治
に
關
わ
る
こ
と
で
は
な

い
が
、
こ
れ
を
小
雅
に
收
錄
し
た
の
は
、
夫
と
離

れ
て
暮
ら
す
の
を
怨
ん
で
い
る
の
は
夫
が
行
役
か

ら
歸
る
は
ず
の
時
期
が
過
ぎ
て
い
る
〔
の
に
歸
っ

て
こ
な
い
〕
か
ら
で
、
こ
れ
は
王
の
失
政
で
あ
る

の
で
、
そ
こ
で
こ
れ
を
收
錄
し
て
王
を
諷
刺
し
た

朱
熹

正
義

道德的批評

〔詩人の意〕詩内部 詩外部

〔編詩の意〕

＝
小序

詩中の語り手

道德的批評

〔編詩の意〕

＝
小序詩中の語り手

詩内部（詩人の意）

〔詩人の意〕

圖 1　詩の二重性についての正義と朱熹の認識の差異
（姜炳璋の說を參考に整理）〔　〕内は姜氏の用語
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の
で
あ
る
（
婦
人
之
怨
曠
非
王
政
、
而
錄
之
於
雅
者
、
以
怨
曠
者
爲
行
役
過
時
、
是
王
政
之
失
、
故
錄
之
以
刺
王

0

0

0

0

0

也
）

こ
こ
で
は
正
義
は
、
作
者
が
あ
る
目
的
意
識
を
持
っ
て
詩
を
作
っ
た
と
は
述
べ
て
お
ら
ず
、
こ
の
詩
に
政
治
的
意
圖
を
附
し
た
の
は
、

作
者
で
は
な
く
こ
れ
を
「
錄
し
」
た
者
だ
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
正
義
の
認
識
と
相
矛
盾
し
て
い
る
よ
う

に
見
え
、
あ
た
か
も
正
義
の
認
識
に
搖
れ
が
存
在
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
正
義
を
讀
み
進
め
て
い
く
と
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

本
詩
前
半
二
章
に
は
妻
が
憂
え
て
思
っ
て
い
る
樣
子
が
歌
わ
れ
、
後
半
二
章
で
は
は
じ
め
に
夫
に
つ
い
て
出
か
け
な
か
っ
た
の

を
悔
や
ん
で
い
る
。
い
ず
れ
も
夫
か
ら
離
れ
て
暮
ら
す
こ
と
を
怨
ん
で
い
る
內
容
で
あ
る
。
夫
に
從
っ
て
外
に
出
か
け
よ
う
と
す

る
の
は
禮
に
外
れ
る
が
故
に
、
彼
女
を
刺
る
の
で
あ
る
（
經
上
二
章
言
其
憂
思
、
下
二
章
恨
本
不
從
君
子
、
皆
是
怨
曠
之
事
。
欲

從
外
則
非
禮
、
故
刺
之
）

禮
に
據
れ
ば
、
婦
人
は
人
を
送
り
迎
え
す
る
と
き
に
家
の
門
を
出
る
こ
と
は
な
い
。
ま
し
て
や
夫
に
付
き
從
っ
て
旅
を
す
る
な

ど
と
い
う
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
か
。
憂
い
に
沈
ん
で
い
る
そ
の
心
情
は
確
か
に
憐
れ
で
あ
る
が
、
夫
に
付
き
從
っ
て
い
き
た
い
と

い
う
言
葉
は
非
難
す
べ
き
で
あ
る
。
だ
か
ら
本
詩
の
作
者
は
こ
の
こ
と
を
陳
述
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
是
非
の
判
斷
は
自
ず
か
ら

明
ら
か
で
あ
る
（
禮
、
婦
人
送
迎
不
出
門
、
況
從
夫
行
役
乎
。
雖
憂
思
之
情
可
閔
、
而
欲
從
之
語
爲
非
、
故
作
者
陳
其
事
、
而
是

非
自
見
也）

（（
（

）

本
詩
は
も
と
も
と
、
夫
の
旅
に
つ
い
て
行
け
ば
よ
か
っ
た
と
後
悔
す
る
妻
を
刺
る
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
作
者
は
そ
の
目
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詩人のまなざし、詩人へのまなざし

的
の
た
め
に
妻
の
言
葉
を
敍
述
し
た
と
、
正
義
は
考
え
て
い
る
。
詩
中
の
登
場
人
物
と
作
者
と
が
異
な
る
存
在
で
あ
る
と
認
識
し
て
い

る
。
小
序
の
「
怨
曠
を
刺
る
」
は
、
作
者
の
意
を
說
明
し
た
も
の
だ
が
、
こ
れ
と
は
別
に
編
者
の
意
が
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
正
義
は
な
ぜ
作
者
の
意
圖
を
解
說
す
る
よ
り
、
詩
を
錄
し
た
も
の
が
「
王
を
刺
る
」
た
め
に
收
錄
し
た
こ
と
を
說
明
す

る
こ
と
を
優
先
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
序
の
正
義
の
な
か
で
「
こ
れ
を
小
雅
に
收
錄
し
た
の
は
」
と
言
っ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

右
に
見
た
よ
う
に
、
作
者
の
意
圖
は
夫
と
離
れ
ば
な
れ
に
な
っ
た
妻
を
刺
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
序
は
言
っ
て
い
る
（
と
鄭
箋
は
考
え
て

い
る
）。
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
諸
國
の
民
を
風
刺
し
た
も
の
で
あ
る
の
で
國
風
に
收
め
ら
れ
る
べ
き
詩
で
あ
り
、
王
政
を
美
刺
す

る
小
雅
に
收
め
ら
れ
る
の
は
不
適
當
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
問
題
を
解
消
す
る
た
め
に
、
疏
家
は
作
詩
の
意
圖
と
は
別
に
錄
者
の

意
圖
を
想
定
し
、
詩
の
本
來
の
道
德
的
意
圖
（
妻
の
禮
に
外
れ
た
思
い
を
刺
る
）
と
は
異
な
る
道
德
的
價
値
（
そ
の
よ
う
な
心
理
狀
態

に
民
を
陷
ら
せ
た
王
の
失
政
を
刺
る
）
を
編
者
が
本
詩
に
見
出
し
て
、
こ
れ
を
小
雅
に
收
錄
し
た
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ

の
詩
を
廻
っ
て
は
、
作
中
の
語
り
手
＝
主
人
公
・
作
者
・
編
者
（
本
詩
を
小
雅
に
編
入
し
た
者
）
と
い
う
三
者
三
樣
の
思
い
と
意
圖
が

重
層
的
に
重
な
っ
て
い
る
と
、
正
義
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
ま
と
め
れ
ば
表
（
の
よ
う
に
な
る
。

「
采
綠
」
で
は
、
詩
人
と
編
者
と
が
詩
中
の
出
來
事
に
對
し
て
同
じ
く
道
德
的
見
地
か
ら
批
判
を
行
う
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
る
對

表
2　

小
雅
「
采
緑
」
正
義
の
認
識

作
中
の
語
り
手
＝
主
人
公

作
者

編
者
（
本
詩
を
小
雅
に
編
入
し
た
意
圖
）

夫
の
歸
り
の
遲
い
こ
と
を
憂
い
、
夫
に
付
い
て

行
き
た
か
っ
た
と
い
う
思
い

妻
の
思
い
が
禮
に
外
れ
て
い
る
こ
と
を
刺
る

意
圖

民
に
そ
の
よ
う
な
思
い
を
抱
か
せ
て
い
る
王

の
失
政
を
刺
る
意
圖
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象
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
、
疏
家
は
考
え
る
。
こ
の
齟
齬
が
、
小
序
の
正

義
に
お
い
て
、
詩
人
の
意
で
は
な
く
編
者
の
意
を
說
明
す
る
と
い
う
通
例

と
は
異
な
る
書
き
方
を
生
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
か
え
っ
て
、

道
德
的
見
地
か
ら
の
批
評
と
い
う
役
割
を
負
う
點
で
詩
人
と
編
者
と
は
同

質
で
あ
る
と
、
正
義
が
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
も
し
、
批
評
內
容

に
相
違
が
な
い
場
合
に
は
、
兩
者
は
融
合
し
て
捉
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

「
○
○
詩
を
作
る
者
は
…
…
」
と
い
う
正
義
の
表
現
は
、
作
者
と
編
者
と

を
融
合
し
て
捉
え
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

漢
唐
詩
經
學
で
は
、
小
序
が
述
べ
て
い
る
こ
と
こ
そ
が
詩
の
本
義
と
信

じ
ら
れ
て
い
た
。
小
序
を
解
明
す
る
こ
と
が
す
な
わ
ち
詩
人
が
詩
に
込
め

た
意
味
を
解
明
す
る
こ
と
に
な
る
。
か
つ
、
小
序
は
詩
篇
の
道
德
的
意
義

を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
道
德
的
評
價
を
す
る
こ
と
こ
そ

が
詩
人
の
役
割
と
な
る
。
一
方
で
、
正
義
の
認
識
で
は
小
序
は
孔
子
が
讀

み
取
っ
た
詩
篇
の
意
味
（
を
弟
子
の
子
夏
が
記
錄
し
た
も
の
）
で
あ
り
、

か
つ
、
孔
子
は
當
時
殘
さ
れ
て
い
た
詩
篇
を
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
收
集
し

『
詩
經
』
を
編
纂
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た）

（（
（

か
ら
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
太

師
が
詩
篇
に
見
出
し
た
意
味
と
な
る）

（（
（

。
小
序
を
媒
介
に
し
て
、
詩
人
の
意

と
編
詩
の
意
と
は
融
合
す
る
。
詩
人
の
役
割
に
つ
い
て
疏
家
の
認
識
を
曖

道
德
的
批
評

讀者

メ
ッ
セ
ー
ジ
送
出

詩人

道
德
的
批
評

太師
（編詩者）

詩中の語り手
主人公

感情の發露

小序の内容詩の内部

伝箋正義

圖 2　疏家の認識
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詩人のまなざし、詩人へのまなざし

昧
に
さ
せ
た
理
由
は
、
こ
こ
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
こ
の
關
係
を
示
し
た
の
が
圖
（
で
あ
る
。

こ
れ
に
對
し
て
歐
陽
脩
の
解
釋
で
は
、
正
義
の
認
識
を
繼
承
し
つ
つ
も
、
詩
人
は
表
現
者
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
前
景
化
さ
れ
、
詩

中
の
語
り
手
・
主
人
公
と
詩
人
と
が
別
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
正
義
よ
り
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
歐
陽
脩
が

詩
人
の
意
・
聖
人
の
志
・
太
師
の
職
・
經
師
の
業
と
、
詩
の
意
味
の
多
層
性
を
整
理
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
詩
の
本
義
と
し
て

詩
人
の
意
と
聖
人
の
志
と
を
分
け
た
。
歐
陽
脩
は
、
孔
子
が
詩
經
を
編
纂
す
る
際
に
、
そ
の
當
時
殘
さ
れ
て
い
た
三
千
篇
に
及
ぶ
大
量

の
詩
篇
の
中
か
ら
敎
化
に
資
す
る
も
の
三
百
餘
篇
を
嚴
選
し
、
し
か
も
選
び
拔
い
た
詩
篇
を
自
ら
が
手
を
加
え
そ
の
價
値
を
い
っ
そ
う

高
め
た
と
考
え
た）

（（
（

。
ま
た
、
一
方
で
彼
は
詩
篇
の
作
者
を
貴
賤
賢
愚
相
異
な
る
樣
々
な
階
層
の
人
閒
と
も
考
え
た）

（（
（

。
故
に
、
詩
經
の
道

德
性
の
源
泉
を
孔
子
に
歸
し
て
、
こ
れ
を
「
聖
人
の
志
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
詩
中
の
語
り
手
と
作
者
と
が
別
存
在
で
あ
る

と
い
う
正
義
の
認
識
と
對
應
し
て
い
る
が
、
正
義
が
道
德
的
批
評
の
役
割
を
詩
人
と
太
師
と
の
兩
者
に
付
與
し
詩
の
內
部
と
外
部
に
分

け
て
置
い
た
の
に
對
し
て
、
歐
陽
脩
は
こ
れ
を
聖
人
の
志
に
一
本
化
し
詩
の
外
部
に
置
い
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
詩
人
の
作
詩
の
意

圖
を
解
釋
す
る
上
で
、
そ
の
道
德
的
批
評
性
を
追
求
す
る
必
要
が
相
對
的
に
薄
れ
、
文
學
性
の
擔
い
手
と
し
て
の
詩
人
の
役
割
を
考
察

す
る
余
地
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
詩
本
義
』「
本
末
論
」
に
、
詩
人
の
意
を
說
明
し
て
、

詩
が
作
ら
れ
る
の
は
、
事
に
觸
れ
物
に
感
じ
、
そ
の
思
い
を
言
語
を
用
い
て
表
現
し
、
善
な
る
も
の
は
褒
め
稱
え
、
惡
な
る
も

の
は
刺
り
、
宣
揚
と
怨
み
憤
り
の
思
い
を
口
か
ら
發
し
、
喜
怒
哀
樂
を
心
の
中
か
ら
言
う
、
こ
れ
が
「
詩
人
の
意
」
で
あ
る
（
詩

之
作
也
觸
事
感
物
、
文
之
以
言
、
美
者
善
之
、
惡
者
刺
之）

（（
（

、
以
發
其
揄
揚
怨
憤
於
口
、
道
其
哀
樂
善
怒
於
心
、
此
詩
人
之
意
也
）

と
言
い
、
感
情
を
橫
溢
さ
せ
て
詩
を
作
る
も
の
と
し
て
詩
人
を
捉
え
て
い
る
。
ま
た
、
聖
人
の
志
を
說
明
し
て
、
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孔
子
は
周
王
朝
の
末
期
に
生
ま
れ
、
は
じ
め
て
、
破
壞
さ
れ
た
禮
樂
を

整
え
た
。
か
く
し
て
雅
と
頌
と
を
正
し
、
そ
の
煩
雜
で
重
複
し
た
も
の
を

削
り
、
六
經
の
列
に
竝
べ
、
そ
の
善
惡
を
明
ら
か
に
し
て
、
善
を
勸
め
惡

を
戒
め
る
據
と
し
た
、
こ
れ
が
「
聖
人
の
志
」
で
あ
る
（
孔
子
生
於
周
末
、

方
修
禮
樂
之
壞
、
於
是
正
其
雅
頌
、
刪
其
繁
重
、
列
於
六
經
、
著
其
善
惡
、

以
爲
勸
戒
、
此
聖
人
之
志
也
）

と
言
い
、「
詩
經
」
と
い
う
經
典
を
編
ん
だ
孔
子
の
道
德
的
意
圖
が
强
調
さ
れ

て
い
る）

（（
（

。
道
德
的
批
評
の
役
割
が
孔
子
に
移
動
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
義

と
は
對
照
的
に
、
詩
中
の
語
り
手
と
詩
人
と
の
親
和
性
が
强
く
な
っ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
歐
陽
脩
は
漢
唐
以
來
の
、
詩
中
の
人

物
と
作
者
と
は
異
な
る
と
い
う
認
識
を
繼
承
し
つ
つ
も
、
正
義
に
あ
っ
た
詩
中

の
人
物
＝
感
情
の
發
露
者
、
作
者
＝
道
德
的
批
評
者
と
い
う
圖
式
を
放
棄
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
一
個
の
統
一
體
と
し
て
の
詩
を
創
作
し
た
存
在
で
あ
る
作
者

の
意
義
を
追
求
す
る
方
向
に
認
識
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
。
こ
れ
を
示
し
た
の
が
圖
（
で
あ
る
。

朱
熹
は
、
歐
陽
脩
の
よ
う
に
「
聖
人
の
志
」
と
い
う
詩
の
外
部
に
あ
る
も
の

を
詩
の
本
義
と
見
な
し
て
、
詩
自
體
と
同
列
に
扱
う
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
ま

圖3　歐陽脩の認識（本義に屬する詩人の意と聖人の志に限定してまとめた）

讀者

メ
ッ
セ
ー
ジ
送
出

感情の發露

詩の内部

詩中の語り手
主人公

選
擇
・
加
工

詩の本義＝歐陽脩の解釋

詩人の意

表現軆とし
ての詩篇の
作者

聖人の志

道德的意
義の付與
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詩人のまなざし、詩人へのまなざし

た
、
朱
熹
は
小
序
を
詩
篇
解
釋
の
據
と
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
詩
中
の
內
容
を
作
者
が
美
刺
す
る
と
い
う
小
序
の
規
定
か
ら
も
解
放
さ

れ
、
詩
篇
內
部
を
二
重
の
意
味
層
を
分
け
る
必
要
も
な
く
な
っ
た
。
た
だ
そ
の
一
方
で
彼
は
、
詩
篇
の
內
容
は
歷
史
的
に
實
在
し
た
も

の
だ
と
い
う
認
識
を
前
代
の
詩
經
學
か
ら
引
き
續
い
て
持
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
認
識
を
總
合
し
て
も
っ
と
も
素
直
に
も
っ
と
も
單
純

に
考
え
れ
ば
、
詩
中
の
語
り
手
・
主
人
公
と
作
者
と
が
同
一
の
存
在
で
あ
る
と
い
う
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
。
彼
の
認
識
は
こ
の
よ
う

に
し
て
生
ま
れ
た
も
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
詩
を
そ
れ
自
體
で
自
足
し
た
存
在
と
認
識
す
る
な
ら
ば
、
道
德
的
敎
化
の
力
も
詩
篇
自
體
に
內
在
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
正
義
と
歐
陽
脩
に
お
い
て
は
、
道
德
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
送
出
者
と
し
て
詩
篇
の
內
容
に
對
す
る
批
評
者
が
想
定
さ
れ
て
い

た
が
、
朱
熹
に
お
い
て
は
詩
篇
の
內
容
そ
の
も
の
が
道
德
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
讀
者
に
投
げ
か
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
詩
中
の
語
り
手

と
詩
人
を
一
體
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
詩
中
の
內
容
が
道
德
に
合
致
し
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
解
釋
を
行
う
と
い
う
こ
と
を
意
味
す

る
の
で
あ
る
。
第
Ⅵ
章
で
見
た
よ
う
に
、
朱
熹
の
解
釋
が
道
德
性
を
强
化
す
る
方
向
に
働
い
て
い
る
の
は
こ
の
要
請
を
滿
た
す
た
め
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
認
識
の
あ
り
方
と
彼
の
淫
詩
說
と
の
關
係
を
整
理
し
て
み
よ
う
。
非
淫
詩
の
場
合
は
、
詩
篇
か
ら
道
德
的
な
メ
ッ
セ
ー

ジ
が
詩
篇
か
ら
發
信
さ
れ
、
讀
者
は
詩
の
內
容
に
共
感
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
正
常
に
受
信
す
る
。
そ
れ
に
對
し
て
、
淫
詩
說
の

場
合
は
、
不
道
德
な
作
者
に
よ
り
不
道
德
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
詩
篇
か
ら
發
信
さ
れ
、
讀
者
は
詩
の
內
容
に
嫌
惡
し
そ
れ
に
拒
否
的
な
反

應
を
示
す
。
詩
經
の
中
に
は
淫
詩
と
非
淫
詩
が
併
存
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
道
德
的
な
役
割
を
果
た
す
と
い
う
朱
熹
の
認
識

は
、
享
受
者
の
反
應
を
考
え
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
。

詩
の
道
德
的
機
能
の
實
現
が
讀
者
の
反
應
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
詩
の
內
容
の
批
評
者
が
、
正
義
に
お
け
る
作
者
、

歐
陽
脩
に
お
け
る
聖
人
で
は
な
く
讀
者
に
移
動
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
の
讀
者
の
反
應
の
可
能
性
は
、
共
感
か
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嫌
惡
か
の
二
つ
し
か
な
い
。
ま
た
詩
篇
の
內
容
も
、
完
全
に

道
德
的
か
完
全
に
不
道
德
か
の
二
種
類
し
か
な
い
。
さ
ら
に
、

そ
れ
を
明
示
し
て
い
る
の
は
朱
熹
の
注
で
あ
り
、
讀
者
は
朱

熹
の
解
釋
に
從
っ
て
道
德
的
な
反
應
を
す
る
こ
と
が
想
定
さ

れ
て
い
る）

（（
（

た
め
、
讀
者
の
解
釋
の
主
體
性
が
認
め
ら
れ
て
い

る
と
は
言
え
な
い
。
つ
ま
り
、
眞
の
意
味
で
の
批
評
者
は
朱

熹
で
あ
る
。
筆
者
は
以
前
、
歐
陽
脩
が
詩
經
成
立
に
お
け
る

孔
子
の
役
割
を
重
視
し
た
こ
と
は
、
彼
の
「
人
情
說
」
を
勘

案
す
る
な
ら
ば
、
結
果
的
に
歐
陽
脩
個
人
の
感
性
と
價
値
觀

に
よ
っ
て
詩
經
を
解
釋
す
る
こ
と
の
正
當
性
を
確
保
す
る
こ

と
に
繋
が
っ
た
と
論
じ
た）

（（
（

。
こ
れ
に
倣
っ
て
考
え
る
な
ら
ば
、

朱
熹
が
詩
經
解
釋
に
お
い
て
讀
者
の
道
德
的
反
應
を
不
可
缺

の
も
の
と
し
て
認
識
し
た
こ
と
は
、
朱
熹
の
解
釋
に
絕
對
的

な
力
を
持
た
せ
る
效
果
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
を
示
し
た
の
が
圖
（
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
朱
熹
の
考
え
る
詩
人
は
、
表
現
者
と
し
て
詩

篇
の
藝
術
性
を
生
み
出
す
者
と
い
う
點
で
は
、
歐
陽
脩
と
同

じ
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
道
德
的
に
も
正
し
い
眞
情

圖 4　朱熹の認識

讀者

メ
ッ
セ
ー
ジ

送
出

道
徳
的
反
應

詩中の語り手
主人公＝詩人

詩集傳（朱熹の解釋）

感
情
の
發
露

道
德
的
内
容

（
淫
詩
の
場
合
は
反

道
德
的
内
容
）

共
感
（
非
淫
詩
の
場
合
）

嫌
惡
（
淫
詩
の
場
合
）
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詩人のまなざし、詩人へのまなざし

を
流
露
す
る
者
で
も
あ
る
。
事
件
の
當
事
者
で
あ
り
、
か
つ
文
學
者
と
し
て
も
道
德
人
と
し
て
も
優
れ
た
存
在
な
の
で
あ
る
。
抒
情
と

作
者
の
一
體
化
と
い
う
認
識
は
、
詩
人
の
眞
情
に
對
す
る
理
解
を
促
進
し
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
一
方
で
、
詩
人
を
オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ

ー
な
存
在
と
す
る
も
の
で
も
あ
る
の
で
あ
る）

（（
（

。
彼
も
歐
陽
脩
と
同
じ
く
、
詩
人
は
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
の
賢
愚
善
悪
多
樣
な
人
々
で
あ
る

と
述
べ
て
い
る）

（（
（

が
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
朱
熹
の
考
え
る
全
人
的
な
詩
人
と
し
て
は
そ
の
よ
う
な
人
々
は
か
な
ら
ず
し
も
ふ
さ
わ
し
く
な

い
。
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、
大
序
が
變
詩
の
作
者
と
し
て
あ
げ
る
「
國
史
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
逆
か
ら
言

え
ば
、
詩
篇
の
成
立
に
お
け
る
國
史
の
役
割
を
重
ん
じ
た
正
義
は
、
實
際
に
は
作
者
と
詩
中
の
語
り
手
と
を
別
存
在
と
し
た
こ
と
に
よ

り
、
詩
中
の
出
來
事
の
當
事
者
の
地
位
性
格
を
自
由
に
想
定
し
得
る
立
場
に
立
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
詩
が
現
實
に

存
在
し
た
人
物
が
實
際
に
遭
遇
し
た
出
來
事
を
詠
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
を
、
歷
代
詩
經
學
が
共
通
に
解
釋
の
基
盤
と
し
て
い
た
こ
と

か
ら
生
ま
れ
た
皮
肉
な
現
象
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
こ
と
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、
詩
中
の
語
り
手
と
作
者
と
の
關
係
を
廻
る
諸

問
題
は
、
い
ず
れ
も
詩
經
解
釋
學
に
お
け
る
歷
史
主
義
を
基
盤
に
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

正
義
の
詩
人
は
、
詩
中
の
出
來
事
に
對
し
て
い
ま
だ
に
曖
昧
な
ま
な
ざ
し
を
し
か
有
し
て
い
な
い
。
歐
陽
脩
の
詩
人
は
、
表
現
者
と

し
て
の
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
詩
中
の
出
來
事
を
見
つ
め
て
い
る
。
兩
者
に
對
し
て
、
朱
熹
の
詩
人
の
ま
な
ざ
し
は
道
德
的
な
反
應
を
促

す
べ
く
む
し
ろ
讀
者
に
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。
別
の
見
方
を
す
れ
ば
、
疏
家
は
い
ま
だ
明
確
な
視
點
に
立
っ
て
詩
人
を
見
つ
め
て
い

る
と
は
言
え
な
い
。
歐
陽
脩
は
詩
人
を
詩
の
作
者
と
し
て
認
め
る
こ
と
で
、
確
乎
た
る
ま
な
ざ
し
を
獲
得
し
た
。
朱
熹
の
詩
人
に
對
す

る
ま
な
ざ
し
は
、
全
人
的
な
存
在
と
し
て
重
ん
ず
る
か
、
逆
に
救
い
よ
う
の
な
い
墮
落
し
た
人
閒
と
し
て
見
下
げ
る
か
と
い
う
、
極
端

か
つ
單
純
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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注（
�
）
車
行
建
『
詩
本
義
析
論―

以
歐
陽
脩
與
龔
橙
詩
義
論
述
爲
中
心
』（
台
灣
・
里
仁
書
局
、
二
〇
〇
二
）
第
一
章
、
三
頁
。

（
（
）
詩
之
作
也
觸
事
感
物
、
文
之
以
言
、
美
者
善
之
、
惡
者
刺
之
、
以
發
其
揄
揚
怨
憤
於
口
、
道
其
哀
樂
善
怒
於
心
、
此
詩
人
之
意
也
。
古

者
國
有
采
詩
之
官
、
得
而
錄
之
、
以
屬
太
師
、
播
之
於
樂
、
於
是
考
其
義
類
而
別
之
、
以
爲
風
雅
頌
而
比
次
之
、
以
藏
於
有
司
而
用
之
宗

廟
朝
廷
、
下
至
鄉
人
聚
會
、
此
太
師
之
職
也
。
世
久
而
失
其
傳
、
亂
其
雅
頌
、
亡
其
次
序
、
有
采
者
積
多
而
無
所
擇
、
孔
子
生
於
周
末
、

方
修
禮
樂
之
壞
、
於
是
正
其
雅
頌
、
刪
其
繁
重
、
列
於
六
經
、
著
其
善
惡
、
以
爲
勸
戒
、
此
聖
人
之
志
也
。
周
道
既
衰
、
學
校
廢
而
異
端

起
、
及
漢
承
秦
焚
書
之
後
、
諸
儒
講
說
者
、
整
齊
殘
缺
以
爲
之
義
訓
、
恥
於
不
知
、
而
人
人
各
自
爲
說
、
至
或
遷
就
其
事
、
以
曲
成
己
學
、

於
聖
人
有
得
有
失
、
此
經
師
之
業
也
（『
詩
本
義
』「
本
末
論
」）

（
（
）
有
詩
人
之
意
、
有
編
詩
之
意
。
如
雄
雉
爲
婦
人
思
君
子
、
凱
風
爲
七
子
自
責
、
是
詩
人
之
意
也
。
雄
雉
爲
刺
宣
公
、
凱
風
爲
美
孝
子
、

是
編
詩
之
意
也
。
朱
子
順
文
立
義
、
大
抵
以
詩
人
之
意
爲
是
詩
之
旨
、
國
史
明
乎
得
失
之
跡
、
則
以
編
詩
之
意
爲
一
篇
之
要
（
淸
・
姜
炳

璋
『
詩
序
補
義
』
綱
領
）

（
（
）
夫
詩
有
作
詩
者
之
心
、
而
又
有
采
詩
編
詩
者
之
心
焉
、
有
說
詩
者
之
心
、
而
又
有
賦
詩
引
詩
者
之
心
焉
（
淸
・
魏
源
『
詩
古
微
』）

（
（
）
有
作
詩
之
誼
、
有
讀
詩
之
誼
、
有
太
師
采
詩
瞽
矇
諷
誦
之
誼
、
有
周
公
用
爲
樂
章
之
誼
、
有
孔
子
定
詩
建
始
之
誼
、
有
賦
詩
引
詩
節
取

章
句
之
誼
、
有
賦
詩
寄
託
之
誼
、
有
引
詩
以
就
己
說
之
誼
（
淸
・
龔
橙
『
詩
本
誼
』）

（
（
）『
說
文
解
字
注
』
三
篇
上
、
言
部
「
誼
」
に
據
る
。

（
（
）
楊
金
花
『《
毛
詩
正
義
》
研
究―

以
詩
學
爲
中
心
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
九
）
一
〇
八
頁
。

（
（
）
拙
稿
「
い
か
に
し
て
詩
を
作
り
事
と
捉
え
る
か
？―
『
毛
詩
正
義
』
に
見
ら
れ
る
假
構
認
識
と
宋
代
に
お
け
る
そ
の
發
展―

」（
宋

代
詩
文
研
究
會
會
誌
『
橄
欖
』
第
十
六
號
、
二
〇
〇
九
年
三
月
）。

（
（
）
淫
詩
說
の
例
は
、
檀
作
文
『
朱
熹
詩
經
學
研
究
』（
學
苑
出
版
社
、
二
〇
〇
三
）
に
詳
し
い
。

（
�0
）
檀
作
文
氏
前
掲
書
。
王
倩
『
朱
熹
詩
敎
思
想
研
究
』（
北
京
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
九
）。

（
��
）
拙
稿
「
そ
れ
は
本
當
に
あ
っ
た
こ
と
か
？―

詩
經
解
釋
學
史
に
お
け
る
歴
史
主
義
的
解
釋
の
諸
相―

」（
慶
應
義
塾
大
學
日
吉
紀
要
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詩人のまなざし、詩人へのまなざし

『
中
國
研
究
』
第
二
號
、
二
〇
〇
九
年
三
月
）。
い
わ
ゆ
る
「
詩
を
以
て
史
に
附
す
」
が
漢
唐
詩
經
學
の
特
徴
で
あ
り
、
宋
代
に
至
っ
て
批

判
さ
れ
た
、
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
詩
中
に
詠
わ
れ
た
事
柄
が
歴
史
上
著
名
な
事
件
に
對
應
し
て
い
る
と
い
う
認
識
に
つ
い
て
言
っ
た

も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
穿
鑿
と
批
判
し
た
宋
代
以
降
の
詩
經
學
に
お
い
て
も
、
や
は
り
詩
中
に
詠
わ
れ
た
の
が
作
者
の
虛
構
で
は
な
く
、

歴
史
上
の
あ
る
時
點
で
實
際
に
存
在
し
た
人
物
達
に
よ
る
實
際
の
出
來
事
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
朱
熹
の
淫
詩
說
も
こ
の
よ
う
な

認
識
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。

（
�（
）
歐
陽
脩
は
、『
詩
本
義
』
卷
二
「
野
有
死
麕
」
論
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

詩
三
百
篇
を
大
ま
か
に
見
る
と
、
作
者
の
用
い
た
詩
體
と
い
う
の
は
三
、
四
種
に
す
ぎ
な
い
。
作
者
が
自
分
の
言
葉
を
敍
述
し
て

美
刺
の
意
を
表
し
た
も
の
が
あ
る
。「
關
雎
」
や
「
相
鼠
」
と
い
っ
た
類
い
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
作
者
が
當
時
の
人
々
の
言
葉
を
記

錄
し
て
そ
の
出
來
事
を
表
現
し
た
も
の
が
あ
る
。「
谷
風
」
は
當
時
の
夫
婦
の
言
葉
を
記
錄
し
た
も
の
で
あ
り
、「
北
風　

其
れ
涼

し
」
は
衞
の
國
か
ら
亡
命
し
よ
う
と
す
る
人
々
の
言
葉
を
記
錄
し
た
も
の
で
あ
る
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
作
者
が
ま
ず
そ
の
出
來

事
を
敍
述
し
そ
の
人
人
の
言
葉
を
記
錄
し
て
、
詩
を
締
め
く
く
っ
た
も
の
が
あ
る
。「
溱
洧
」
の
類
い
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
作
者
が

出
來
事
の
敍
述
と
當
時
の
人
の
言
葉
の
記
錄
と
を
相
交
え
て
詩
篇
に
仕
立
て
た
も
の
が
あ
る
。「
出
車
」
の
類
い
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
文
章
の
意
味
は
有
機
的
に
繋
が
っ
て
章
が
成
り
立
っ
て
い
る
（
詩
三
百
篇
大
率
作
者
之
體
不
過
三
四
爾
。

有
作
詩
者
自
述
其
言
以
爲
美
刺
、
如
關
雎
相
鼠
之
類
是
也
。
有
作
者
錄
當
時
人
之
言
以
見
其
事
、
如
谷
風
錄
其
夫
婦
之
言
、
北
風
其

涼
錄
去
衞
之
人
之
語
之
類
是
也
。
有
作
者
先
自
述
其
事
、
次
錄
其
人
之
言
、
以
終
之
者
、
如
溱
洧
之
類
是
也
。
有
作
者
述
事
與
錄
當

時
人
語
雜
以
成
篇
、
如
出
車
之
類
是
也
。
然
皆
文
意
相
屬
以
成
章
）

こ
こ
で
歐
陽
脩
は
、
詩
中
の
「
事
」
の
表
現
の
さ
れ
方
を
、

①
作
者
が
自
分
自
身
の
言
葉
で
敍
述
し
た
も
の

②
當
時
の
人
閒
の
言
葉
を
記
錄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
し
た
も
の

③
作
者
に
よ
る
敍
述
と
當
時
の
人
閒
の
言
葉
を
前
後
に
竝
べ
た
も
の

④
作
者
に
よ
る
敍
述
と
當
時
の
人
閒
の
言
葉
を
交
錯
さ
せ
た
も
の



（（

の
四
つ
に
分
類
し
て
い
る
。
②
③
④
に
お
い
て
、
當
時
の
人
の
言
葉
を
「
錄
し
」
た
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
詩
に
詠
わ
れ
た
事
柄
が

現
實
に
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
詩
中
の
發
言
も
現
實
に
發
せ
ら
れ
た
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
①
で
例
に
擧
が
っ

て
い
る
「
關
雎
」
は
、
歐
陽
脩
の
說
に
據
れ
ば
い
わ
ゆ
る
「
思
古
傷
今
」「
陳
古
刺
今
」
に
屬
す
る
詩
で
あ
り
、
一
方
「
相
鼠
」
は
、
當

時
の
爲
政
者
に
對
す
る
痛
罵
の
言
で
あ
る
。「
思
古
傷
今
」「
陳
古
刺
今
」
詩
は
、
過
去
の
出
来
事
の
詩
人
の
言
語
に
よ
る
再
現
で
あ
り
、

そ
の
內
容
の
事
實
性
を
歐
陽
脩
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
は
若
干
曖
昧
な
と
こ
ろ
が
あ
る
の
を
除
け
ば
、
基
本
的
に
①
も
事
實
に
基

づ
い
た
內
容
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
歐
陽
脩
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
て
い
る
詩
經
の
內
容
は
す
べ
て
（
歴
史
的
あ
る
い
は
同
時

代
）
の
事
實
に
基
づ
い
た
り
、
記
錄
し
た
り
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
�（
）
訓
讀
は
、
淸
原
宣
賢
講
述
、
倉
石
武
四
郞
・
小
川
環
樹
校
訂
『
毛
詩
抄―

詩
經
（
一
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
）
三
九
五
頁
を
參

考
に
し
た
（
以
下
同
じ
）。
た
だ
し
、
右
書
の
訓
讀
は
毛
傳
の
訓
詁
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
、
鄭
箋
の
解
釋
に
あ
わ
せ
て
一
部
改
め
た
。

例
え
ば
「
聊
」
は
、
右
書
で
は
毛
傳
に
據
っ
て
「
ね
が
ふ
」
と
訓
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
「
い
さ
さ
か
」
に
改
め
た
。

（
�（
）
毛
傳
は
、「
思
不
存
乎
相
救
急
…
…
願
室
家
得
相
樂
也
」
と
言
う
。
こ
れ
は
、
本
詩
を
詩
人
が
生
き
別
れ
に
な
っ
た
夫
婦
を
憐
れ
ん
で
作

っ
た
も
の
と
解
釋
し
た
も
の
で
あ
る
と
、
正
義
は
考
え
て
次
の
よ
う
に
疏
通
す
る
。

言
我
出
其
鄭
城
東
門
之
外
、
有
女
被
棄
者
眾
多
如
雲
…
…
詩
人
閔
之
、
無
可
奈
何
、
言
雖
則
眾
多
如
雲
、
非
我
思
慮
所
能
存
救
。

以
其
眾
多
、
不
可
救
拯
、
唯
願
使
昔
日
夫
妻
更
自
相
得
…
…
詩
人
閔
其
相
棄
、
故
願
其
相
得
則
樂

（
�（
）
鄭
箋
に
「
綦
、
綦
文
也
」
と
言
い
、
正
義
に
「
…
…
綦
是
文
章
之
色
、
非
染
繒
之
色
…
…
謂
巾
上
爲
此
蒼
文
、
非
全
用
蒼
色
爲
巾
也
」

と
言
う
。

（
�（
）「
出
其
東
門
」
序
全
文
は
、「
出
其
東
門
、
閔
亂
也
。
公
子
五
爭
、
兵
革
不
息
、
男
女
相
棄
、
民
人
思
保
其
室
家
焉
」
で
あ
る
。

（
�（
）
渭
水
は
現
在
の
甘
肅
・
陝
西
を
崋
山
北
方
で
黄
河
に
流
れ
込
む
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
の
山
西
河
北
を
そ
の
領
土
と
す
る
衞
と
は
か
け

離
れ
て
い
る
。

（
�（
）
太
子
が
詩
と
い
う
形
式
で
父
を
刺
る
こ
と
は
道
德
的
に
許
さ
れ
な
い
行
爲
で
あ
る
た
め
に
、
太
子
の
守
り
役
の
介
在
を
小
序
と
正
義
は

必
要
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
正
義
に
つ
い
て
は
、
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
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詩人のまなざし、詩人へのまなざし

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
月
十
二

月
）
第
Ⅶ
章
で
も
取
り
上
げ
た
の
を
參
照
の
こ
と
。

（
�（
）
拙
稿
、
二
〇
〇
九
年
三
月
、
八
〇
頁
参
照
。

（
（0
）
同
右
。

（
（�
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
檀
作
文
・
王
倩
氏
な
ど
が
す
で
に
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
。
檀
作
文
氏
は
、「
在
具
體
解
說
這
類
作
品
時
、

《
序
》
將
其
作
者
處
理
成
事
件
的
局
外
人
（“
國
史
”
一
類
人
）、
他
只
是
以
第
三
人
稱
的
身
份
來
敍
述
這
現
象
」（
檀
氏
前
掲
書
八
二
頁
）

と
言
い
、
王
倩
氏
は
、「《
毛
詩
》
將
詩
歌
的
抒
情
主
體
與
詩
歌
作
者
分
割
開
來
、
時
人
是
詩
歌
所
敍
世
情
的
旁
觀
者
、
從
總
結
政
敎
的
經

驗
敎
訓
出
發
體
察
詩
歌
抒
情
主
體
的
感
情
、
冷
靜
分
析
詩
作
中
蘊
含
的
敎
化
內
容
」（
王
氏
前
掲
書
二
〇
二
頁
）
と
言
う
。

（
（（
）
も
う
一
例
擧
げ
る
。
豳
風
「
鴟
鴞
」
を
、
正
義
は
周
公
の
自
述
詩
で
あ
る
と
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

故
に
、
周
公
は
詩
を
作
っ
て
、
管
叔
蔡
叔
を
誅
罰
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
事
情
を
言
い
、
成
王
に
送
っ
た
。
詩
を
「
鴟
鴞
」

と
名
付
け
た
…
…
こ
の
詩
は
周
公
が
自
ら
そ
の
思
い
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
（
故
公
乃
作
詩
言
不
得
不
誅
管
蔡
之
意
以
貽
遺
成
王
、

名
曰
鴟
鴞
…
…
此
周
公
自
述
己
意
）

正
義
が
こ
の
よ
う
に
言
う
根
據
は
、
本
詩
小
序
に
、「《
鴟
鴞
》
は
、
周
公
が
亂
を
救
う
詩
で
あ
る
。
成
王
は
い
ま
だ
周
公
の
志
を
理
解

し
な
か
っ
た
の
で
、
周
公
は
そ
こ
で
詩
を
作
っ
て
王
に
贈
り
こ
れ
を
《
鴟
鴞
》
と
名
付
け
た
の
で
あ
る
（
鴟
鴞
周
公
救
亂
也
。
成
王
未
知

周
公
之
志
、
公
乃
爲
詩
以
遺
王
、
名
之
曰
鴟
鴞
焉
）」
と
言
う
の
に
從
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
（（
）
杜
預
の
注
に
、「
載
馳
、
詩
衞
風
也
。
許
穆
夫
人
痛
衞
之
亡
、
思
歸
唁
之
、
不
可
、
故
作
詩
以
言
志
」
と
言
う
。

（
（（
）
漢
・
劉
向
撰
『
古
列
女
傳
』
卷
三
「
仁
智
・
許
穆
夫
人
」（
四
部
叢
刊
正
編
�（
、
據
長
沙
葉
氏
觀
古
堂
藏
明
刊
本
影
印
本
）
に
、「
許
夫

人
馳
驅
而
弔
唁
衞
侯
、
因
疾
之
而
作
詩
云
」「
許
不
能
救
、
女
作
載
馳
」
と
言
う
。

（
（（
）
こ
の
詩
の
小
序
に
つ
い
て
、
鄭
箋
は
、「
宋
の
桓
公
の
夫
人
は
、
衞
の
文
公
の
妹
で
あ
り
、
襄
公
を
生
ん
だ
後
、
暇
を
出
さ
れ
〔
衞
に
戻

っ
〕
た
。
襄
公
が
即
位
し
、
夫
人
は
宋
を
思
っ
た
が
、
義
と
し
て
往
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、
詩
を
作
っ
て
自
ら
の
思
い
を
止

め
た
（
宋
桓
公
夫
人
、
衞
文
公
之
妹
、
生
襄
公
而
出
。
襄
公
即
位
、
夫
人
思
宋
、
義
不
可
往
、
故
作
詩
以
自
止
）」
と
言
い
、
本
詩
が
宋



（（

の
襄
公
の
母
の
自
作
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
箇
所
の
正
義
も
、「
作
河
廣
詩
者
、
宋
襄
公
母
、
本
爲
夫
所
出
而
歸
於
衞
。
及
襄
公
即
位
、

思
欲
嚮
宋
而
不
能
止
、
以
義
不
可
往
、
故
作
河
廣
之
詩
以
自
止
也
」
と
言
い
、
鄭
玄
の
見
解
に
同
意
し
て
い
る
。
同
じ
疏
家
が
、「
邶
鄘

衞
譜
」
と
「
河
廣
」
序
と
で
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
解
釋
を
し
て
い
る
の
は
、
六
朝
の
複
數
の
義
疏
類
を
用
い
て
正
義
を
編
集
し
た
際
の
杜

撰
の
痕
跡
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
同
樣
の
例
を
大
雅
「
抑
」
に
つ
い
て
も
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
。
前
掲
拙
稿
二
〇
〇
九
・

十
二
を
參
照
の
こ
と
。

（
（（
）「
邶
鄘
衞
譜
」
の
「
七
世
至
頃
後
、
當
周
夷
王
時
、
衞
國
政
衰
、
變
風
始
作
、
故
作
者
各
有
所
傷
、
從
其
國
本
而
異
之
、
爲
邶
、
鄘
、
衞

之
詩
焉
」
の
正
義
。

（
（（
）「
木
瓜
」
の
小
序
に
、「
木
瓜
、
美
齊
桓
公
也
。
衞
國
有
狄
人
之
敗
、
出
處
于
漕
、
齊
桓
公
救
而
封
之
、
遺
之
車
馬
器
服
焉
。
衞
人
思
之
、

欲
厚
報
之
、
而
作
是
詩
也
」
と
言
う
。

（
（（
）「
猗
嗟
」
の
小
序
に
、「
猗
嗟
、
刺
魯
莊
公
也
。
齊
人
傷
魯
莊
公
有
威
儀
技
藝
、
然
而
不
能
以
禮
防
閑
其
母
、
失
子
之
道
、
人
以
爲
齊
侯

之
子
焉
」
と
言
う
。

（
（（
）
鶴
を
愛
し
淫
樂
奢
侈
に
溺
れ
た
衞
の
懿
公
は
、
そ
の
治
世
の
九
年
、
北
狄
の
翟
に
攻
め
殺
さ
れ
た
が
、
齊
の
桓
公
が
衞
の
た
め
に
諸
侯

を
率
い
て
翟
を
討
ち
、
楚
丘
に
城
を
築
き
文
公
を
立
て
た
。

（
（0
）
さ
ら
に
、
Ⅱ
で
取
り
上
げ
た
邶
風
「
谷
風
」
正
義
の
、「
邶
人
で
本
詩
を
作
っ
た
者
が
〔
女
の
〕
言
葉
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
恐

ら
く
、〔
女
に
〕
從
っ
て
見
送
っ
た
者
が
こ
の
事
を
語
っ
た
た
め
に
、
詩
人
は
彼
女
の
思
い
を
述
べ
傳
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ

う
」
な
ど
も
そ
の
例
と
し
て
擧
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
邶
風
「
式
微
」
正
義
に
「
此
經
二
章
、
皆
臣
勸
以
歸
之
辭
、
此
之
旄
丘
皆
陳
黎
臣
之

辭
、
而
在
邶
風
者
、
蓋
邶
人
述
其
意
而
作
、
亦
所
以
刺
衞
君
也
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、「
式
微
」「
旄
丘
」
が
黎
國
の
臣
下
の
言
葉
の
敍
述

を
そ
の
內
容
と
す
る
の
に
邶
風
に
收
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
說
明
す
る
た
め
に
、
作
中
の
語
り
手
（
黎
臣
）
と
作
者
（
邶
人
）
と
を
別
存

在
と
し
て
考
え
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

な
お
、
本
稿
で
は
詳
し
く
考
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
他
に
も
自
述
と
捉
え
た
場
合
に
生
ず
る
道
德
的
な
難
點
を
回
避
す
る

た
め
と
い
う
理
由
も
指
摘
で
き
る
。
著
名
な
例
と
し
て
周
南
「
摽
有
梅
」
に
お
い
て
、
詩
中
の
「
我
」
が
作
中
の
語
り
手
が
自
分
自
身
を



（（

詩人のまなざし、詩人へのまなざし

指
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
く
、
作
者
が
作
中
の
語
り
手
に
假
託
し
て
用
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
よ
う
に
考
え
な
け
れ
ば
、
作
中
の

語
り
手
＝
主
人
公
の
女
性
に
道
德
的
に
問
題
が
生
じ
て
し
ま
う
と
、
正
義
が
論
じ
て
い
る
こ
と
が
擧
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
摽
有

梅
」
の
「
求
我
庶
士
、
迨
其
吉
兮
」
の
「
我
」
を
解
釋
し
て
、
鄭
箋
は
「
我
、
我
當
嫁
者
…
…
求
女
之
當
嫁
者
之
眾
士
宜
及
其
善
時
」
と

言
い
、
正
義
は
「
言
此
者
以
女
被
文
王
之
化
貞
信
之
敎
興
、
必
不
自
呼
其
夫
令
及
時
之
取
己
。
鄭
恐
有
女
自
我
之
嫌
故
辨
之
言
我
者
詩
人

我
此
女
之
當
嫁
者
亦
非
女
自
我
」
と
言
う
。
淸
原
宣
賢
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
「
文
王
の
化
を
蒙
て
、
正
い
女
が
我
を
よ
う
で
給
れ
と
は
、

な
に
か
い
は
う
ぞ
。
詩
人
が
か
う
作
た
ま
で
ぞ
。
心
得
事
ぞ
」（『
毛
詩
抄
』、
岩
波
書
店
、
第
一
册
一
〇
六
頁
）
と
言
う
。

（
（�
）
こ
の
「
事
變
に
達
し
て
其
の
舊
俗
を
懷
し
む
者
な
り
」
と
い
う
の
は
、
思
古
說
の
根
據
と
な
る
言
說
で
あ
る
。

（
（（
）
小
雅
「
我
行
其
野
」
小
序
の
「《
我
行
其
野
》
は
宣
王
を
刺
っ
た
詩
で
あ
る
（
我
行
其
野
、
刺
宣
王
也
）」
の
鄭
箋
、「
彼
が
不
正
な
手
段

で
妻
を
娶
り
、
荒
廢
し
た
政
治
を
行
い
、
亂
れ
た
婚
姻
の
流
行
が
甚
だ
し
か
っ
た
こ
と
を
刺
っ
て
い
る
（
刺
其
不
正
嫁
取
之
數
而
有
荒
政
、

多
淫
昏
之
俗
）」
に
つ
い
て
、
正
義
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

本
詩
の
中
で
敍
述
さ
れ
て
い
る
の
は
、
あ
る
一
人
の
出
來
事
に
つ
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
作
者
は
一
國
全
體
の
こ
と
を
綜
合
し
て

詩
句
に
表
現
し
て
い
る
の
で
、
故
に
、
こ
れ
は
禮
に
よ
ら
な
い
婚
姻
が
國
の
風
俗
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
詠
わ
れ
て
い
る
と
わ
か
る

の
で
あ
る
（
詩
所
述
者
、
一
人
而
已
。
但
作
者
摠
一
國
之
事
而
爲
辭
、
故
知
此
不
以
禮
昏
成
風
俗
也
）

ま
た
、
衞
風
「
氓
」
序
の
正
義
で
も
、

　
「
復
た
相
ひ
棄
背
せ
ら
る
」
よ
り
上
の
文
は
、
當
時
一
國
の
こ
と
を
總
合
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。「
或
い
は
乃
ち
困
じ
て
自
ら

悔
ゆ
」
以
下
は
、
本
詩
に
敍
述
さ
れ
て
い
る
事
柄
、
す
な
わ
ち
困
窮
し
て
後
悔
し
て
い
る
言
葉
を
指
す
（
復
相
棄
背
以
上
、
摠
言
當

時
一
國
之
事
。
或
乃
困
而
自
悔
以
下
、
敍
此
經
所
陳
者
、
是
困
而
自
悔
之
辭
也
）。

と
言
う
。
こ
れ
ら
は
、
詩
中
に
詠
わ
れ
て
い
る
の
が
、
當
時
の
時
勢
を
刺
る
た
め
に
あ
る
一
人
の
女
性
の
身
に
起
こ
っ
た
事
を
取
り
上
げ

た
の
だ
と
考
え
て
い
て
、
詩
中
の
主
人
公
を
指
し
て
「
一
人
」
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
二
詩
は
主
人
公
の
獨
白
と
い
う
形
で
詠
わ
れ

て
い
る
の
で
、
結
局
は
語
り
手
を
指
し
て
「
一
人
」
と
い
う
の
と
變
わ
り
な
い
。

（
（（
）
こ
の
こ
と
は
、
檀
作
文
・
王
倩
兩
氏
前
掲
書
が
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
。



（0

（
（（
）
歐
陽
脩
が
詩
中
の
語
り
手
と
作
者
を
別
存
在
と
捉
え
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
以
前
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
（
前
掲
拙
稿
二
〇
一
〇

年
三
月
、
四
〇
頁
）。
た
だ
し
そ
こ
で
は
、
彼
の
詩
經
學
に
お
け
る
そ
の
意
義
、
ま
た
疏
家
の
認
識
と
の
差
異
に
つ
い
て
、
い
ま
だ
深
い

考
察
を
行
っ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
、
本
章
で
は
こ
の
こ
と
を
論
じ
た
い
。

（
（（
）
以
下
に
、『
詩
本
義
』
に
お
い
て
「
述
」
の
語
を
用
い
て
詩
中
の
語
り
手
と
作
者
と
を
別
存
在
と
捉
え
て
い
る
例
を
擧
げ
る
。

○
述
…
…
之
語

［
鄭
風
、
女
曰
鷄
鳴
、
論
］
女
曰
雞
鳴
、
士
曰
昧
旦
是
詩
人
述
夫
婦
相
與
語
爾
。
其
終
篇
皆
是
夫
婦
相
語
之
事
、
蓋
言
古
之
賢
夫
婦
相
語

者
如
此

○
述
…
…
之
言

［
小
雅
、
角
弓
、
本
義
］
其
七
章
八
章
又
述
骨
肉
相
怨
之
言
云

［
邶
風
、
靜
女
］
故
曰
刺
時
者
謂
時
人
皆
可
刺
也
。
據
此
乃
是
述
衞
風
俗
男
女
淫
奔
之
詩
爾
…
…
其
詩
述
衞
人
之
言
曰

［
衞
風
、
氓
、
論
］
詩
述
女
言

○
述
…
…
之
辭

［
卷
八
、
小
雅
、
蓼
莪
］
此
述
勞
苦
之
民
自
相
哀
之
辭
也

［
卷
八
、
大
東
］
其
六
章
以
下
皆
述
譚
人
仰
訴
於
天
之
辭

［
卷
九
、
漸
漸
之
石
］
詩
人
述
東
征
者
自
訴
之
辭
也

［
卷
十
三
、
一
義
解
、
羔
裘
］
據
詩
乃
晉
人
述
其
國
民
怨
上
之
辭
云

［
卷
十
三
、
一
義
解
、
召
旻
］
皆
述
周
之
人
民
呼
天
而
怨
訴
之
辭
也

（
（（
）
正
義
の
解
釋
は
以
下
の
通
り
。

當
所
乘
駕
者
彼
四
牡
也
。
今
四
牡
但
養
大
其
領
、
不
肯
爲
用
、
以
興
王
所
任
使
者
、
彼
大
臣
也
。
今
大
臣
專
己
自
恣
、
不
爲
王
使

也
。
臣
既
自
恣
、
莫
肯
憂
國
。
故
夷
狄
侵
削
、
日
更
益
甚
。
云
我
視
四
方
、
土
地
蹙
蹙
然
至
俠
、
令
我
無
所
馳
騁
之
地
。
以
臣
不
任

職
、
致
土
地
侵
削
、
故
責
之
也



（�

詩人のまなざし、詩人へのまなざし

（
（（
）
な
お
、
歐
陽
脩
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
詩
人
の
役
割
に
つ
い
て
の
認
識
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
年
十
二
月
）
第
Ⅲ
章
參
照
。

（
（（
）
前
掲
檀
作
文
書
・
王
倩
書
。

（
（（
）
な
お
、
本
詩
は
『
詩
本
義
』
で
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
歐
陽
脩
の
認
識
は
不
明
で
あ
る
。

（
（0
）
こ
の
詩
の
解
釋
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
二
〇
〇
九
・
十
二
を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
（�
）『
孟
子
』「
告
子　

下
」
に
、「
公
孫
丑
問
曰
、
高
子
曰
、
小
辨
、
小
人
之
詩
也
。
孟
子
曰
、
何
以
言
之
。
曰
、
怨
。
曰
、
固
哉
、
高
叟
之

爲
詩
也
。
有
人
於
此
、
越
人
關
弓
而
射
之
、
則
己
談
笑
而
道
之
、
無
他
、
疏
之
也
。
其
兄
關
弓
而
射
之
、
則
己
垂
涕
泣
而
道
之
、
無
他
、

戚
之
也
。
小
辨
之
怨
、
親
親
也
。
親
親
、
仁
也
。
固
矣
哉
、
高
叟
之
爲
詩
也
。
曰
、
凱
風
何
以
不
怨
。
曰
、
凱
風
、
親
之
過
小
者
也
。
小

辨
、
親
之
過
大
者
也
。
親
之
過
大
而
不
怨
、
是
愈
疏
也
。
親
之
過
小
而
怨
、
是
不
可
磯
也
。
愈
疏
、
不
孝
也
、
不
可
孝
亦
不
孝
也
。
孔
子

曰
、
舜
其
至
孝
矣
、
五
十
而
慕
」
と
言
う
。

（
（（
）
た
だ
し
、『
孟
子
集
注
』
に
お
い
て
は
、
朱
熹
は
「
小
辨
」
の
詩
は
「
周
幽
王
…
…
廢
宜
臼
。
於
是
宜
臼
之
傅
爲
作
此
詩
、
以
敍
其
哀
痛

迫
切
之
情
也
」
と
言
い
、
小
序
の
說
に
從
っ
て
い
る
。

（
（（
）
鄭
箋
に
、「
爲
に
繩
を
繳
に
す
（
爲
之
繩
繳
）」
と
言
い
、
正
義
に
「
釣
竿
の
上
に
は
繩
を
須も

ち

ふ
、
則
ち
己　

之
が
與た

め

に
繩
を
作
ら
ん

（
釣
竿
之
上
須
繩
、
則
己
與
之
作
繩
）」「
釣
と
弋
射
と
は
、
其
の
繩　

皆
な
生
絲
も
て
之
を
爲つ

く

る
（
釣
與
弋
射
、
其
繩
皆
生
絲
爲
之
）」
と

言
う
の
を
參
考
に
し
て
譯
し
た
。
な
お
、
上
記
鄭
箋
の
訓
讀
は
、
淸
原
家
の
訓
點
に
從
っ
た
（『
靜
嘉
堂
文
庫
所
藏　

毛
詩
鄭
箋
（
二
）、

古
典
研
究
會
叢
書　

漢
籍
之
部　

第
二
卷
、
汲
古
書
院
、
一
九
九
三
、
三
六
三
頁
）。

（
（（
）『
集
傳
』
に
、「
絲
を
理お

さ

む
る
を
綸
と
曰
ふ
（
理
絲
曰
綸
）」
と
言
う
。

（
（（
）
本
詩
小
序
「
曠
を
怨
む
を
刺
る
」
の
正
義
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

妻
が
夫
を
思
う
の
は
、
夫
へ
の
深
い
愛
情
と
妻
と
し
て
の
堅
固
な
道
義
が
な
せ
る
わ
ざ
で
、
禮
の
上
で
批
判
す
べ
き
と
こ
ろ
は
な

い
。
故
に
、
本
詩
の
作
者
が
譏
っ
て
い
る
の
は
、
妻
が
た
だ
夫
を
思
っ
て
憂
え
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
夫
に
つ
い
て
外
地
に
行
き

た
が
っ
て
い
る
の
が
禮
に
外
れ
て
い
る
點
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
（
婦
人
思
夫
、
情
義
之
重
、
禮
所
不
責
、
故
知
譏
其
不
但
憂
思
而



（（

已
、
欲
從
君
子
於
外
、
非
禮
也
）

詩
人
は
、
妻
が
夫
に
從
っ
て
外
地
に
行
く
、
あ
る
い
は
そ
う
す
れ
ば
よ
か
っ
た
と
後
悔
し
て
い
る
の
が
禮
に
外
れ
る
故
に
刺
っ
て
い
る

の
だ
と
、
正
義
は
言
う
。

（
（（
）「
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
）、「
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―

」（
慶
應
義
塾
大
學
日
吉
紀
要
『
中
國
研
究
』
第
三
號
、
二
〇
一
〇
年
三
月
）。

（
（（
）
作
者
＝
語
り
手
が
道
德
性
を
保
持
し
つ
つ
眞
情
を
發
露
さ
せ
て
い
る
と
解
釋
で
き
な
い
場
合
は
、
詩
自
體
が
不
道
德
な
感
情
を
露
わ
に

表
現
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
、
孔
子
が
そ
の
詩
を
詩
經
に
編
入
し
た
の
は
、
讀
者
が
詩
の
內
容
に
嫌
惡
感
を
抱
き
、
自
分
は

そ
の
よ
う
な
不
道
德
に
陷
る
ま
い
と
自
己
反
省
を
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
の
こ
と
で
あ
る
と
、
朱
熹
は
說
明
す
る
。
淫
詩
說
に
よ
る
解
釋

で
あ
る
。

（
（（
）
原
文
は
、
注
（
（
）
を
參
照
。

（
（（
）
車
行
建
前
掲
書
、
八
九
頁
。

（
（0
）
周
南
「
麟
之
趾
」
序
の
正
義
に
、「
此
麟
趾
處
末
者
、
有
關
雎
之
應
也
…
…
大
師
編
之
以
象
應
、
敍
者
述
以
示
法
耳
…
…
明
是
編
之
以
為

示
法
耳
」
と
言
い
、
召
南
「
騶
虞
」
序
の
正
義
に
、「
以
騶
虞
處
末
者
、
見
鵲
巢
之
應
也
」
と
言
い
、
小
雅
「
天
保
」
序
の
正
義
に
、「
作

天
保
詩
者
、
言
下
報
上
也
…
…
然
詩
者
志
也
。
各
自
吟
詠
、
六
篇
之
作
、
非
是
一
人
而
已
。
此
為
答
上
篇
之
歌
者
、
但
聖
人
示
法
、
義
取

相
成
、
比
鹿
鳴
至
伐
木
於
前
、
此
篇
繼
之
於
後
以
著
義
、
非
此
故
答
上
篇
也
。
何
則
。
上
五
篇
非
一
人
所
作
、
又
作
彼
者
不
與
此
計
議
。

何
相
報
之
有
。
鄭
云
亦
宜
者
、
示
法
耳
、
非
故
報
也
」
と
言
う
。
拙
稿
、
二
〇
〇
〇
、
第
Ⅲ
章
、「
詩
を
道
德
の
鑑
と
す
る
者―

陳
古

刺
今
說
と
淫
詩
的
解
釋
か
ら
見
た
歐
陽
脩
と
朱
熹
の
詩
經
學
の
關
係―

」（
宋
代
詩
文
研
究
會
會
誌
『
橄
欖
』
第
十
七
號
、
二
〇
一
〇

年
三
月
）
第
Ⅴ
章
參
照
。

（
（�
）
こ
の
詩
に
つ
い
て
は
、「
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



（（

詩人のまなざし、詩人へのまなざし

研
究
會
『
橄
欖
』
第
十
二
號
、
二
〇
〇
四
年
九
月
）。
第
Ⅵ
章
で
取
り
上
げ
た
の
を
參
照
の
こ
と
。
な
お
、
前
稿
で
本
詩
小
序
を
「《
采

綠
》
の
詩
は
、
…
…
夫
と
離
れ
て
暮
ら
す
こ
と
を
怨
ん
で

0

0

0

諷
刺
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
傍
點
部
を
誤
譯
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
訂
正
す
る
。

幽
王
の
時
、
夫
と
離
れ
て
暮
ら
す
の
を
怨
む
者
が
多
か
っ
た
（
采
綠
、
刺
怨
曠
也
。
幽
王
之
時
多
怨
曠
者
也
）

（
（（
）
こ
れ
は
、
本
詩
の
序
に
對
す
る
鄭
箋
、

夫
と
離
れ
て
暮
ら
す
こ
と
を
怨
む
と
い
う
の
は
、
君
子
が
外
地
に
派
遣
さ
れ
て
期
閒
の
時
期
が
過
ぎ
た
た
め
の
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
に
對
し
て
「
こ
れ
を
刺
っ
」
て
い
る
の
は
、
彼
女
が
た
だ
憂
い
思
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
夫
に
つ
い
て
外
地
に
行
き
た
い
と

思
っ
て
い
る
の
が
、
禮
に
外
れ
て
い
る
こ
と
を
譏
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
怨
曠
者
、
君
子
行
役
過
時
之
所
由
也
。
而
刺
之
者
、
譏
其

不
但
憂
思
而
已
、
欲
從
君
子
於
外
、
非
禮
也
）

を
敷
衍
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
（（
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
二
〇
〇
〇
、
第
Ⅵ
章
で
考
察
し
た
の
を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
（（
）
毛
詩
大
序
「
故
詩
有
六
義
焉
…
…
」
の
正
義
に
、「
詩
各
有
體
、
體
可
有
聲
、
大
師
聽
聲
得
情
、
知
其
本
意
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
詩
篇

は
風
雅
頌
と
い
う
詩
体
の
別
、
歌
わ
れ
方
の
別
が
本
来
あ
っ
た
が
、
詩
篇
が
演
奏
さ
れ
る
の
を
聴
い
た
太
師
が
、
そ
の
詩
に
込
め
ら
れ
た

情
か
ら
そ
の
本
意
を
知
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
本
意
」、
す
な
わ
ち
小
序
に
示
さ
れ
る
べ
き
も
の
を
、
太
師
が
す
で
に
認
識
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
（（
）
拙
稿
二
〇
〇
〇
、
第
Ⅵ
章
参
照
。

（
（（
）
拙
稿
「
詩
を
道
德
の
鑑
と
す
る
者
」
第
Ⅴ
章
參
照
。

（
（（
）
こ
の
部
分
は
、
詩
人
が
道
徳
的
批
評
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、「
其
の
善
悪
を
著
し
、
以
て
勧
戒

と
為
す
」
と
言
っ
て
孔
子
が
道
徳
性
の
実
際
上
の
主
体
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
詩
人
の
そ
れ
は
感
情
の
吐
露
と

い
う
性
格
が
な
お
强
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
詩
を
道
德
の
鑑
と
す
る
者
」
第
Ⅴ
章
参
照
。

（
（（
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
詩
を
道
德
の
鑑
と
す
る
者
」
第
Ⅴ
章
で
考
察
し
た
の
を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
（（
）
拙
稿
「
詩
を
道
德
の
鑑
と
す
る
者
」
第
Ⅵ
章
參
照
。



（（

（
（0
）
拙
稿
二
〇
〇
〇
、
第
Ⅵ
章
參
照
。

（
（�
）
車
行
建
氏
は
、「
歐
陽
脩
の
認
識
で
は
、『
詩
經
』
の
詩
篇
を
書
い
た
詩
人
（
た
ち
）
は
等
し
く
古
代
の
賢
者
で
あ
り
、
人
格
的
修
養
・

理
性
的
態
度
・
思
辨
的
能
力
お
よ
び
表
現
技
巧
な
ど
の
側
面
い
ず
れ
も
優
れ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
故
に
彼
等
は
外
部
の
環
境
か
ら
感
じ
た

こ
と
、
見
聞
し
た
こ
と
を
、
良
好
な
表
現
技
巧
を
通
し
て
詩
篇
の
中
に
再
現
で
き
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
美
刺
諷
諭
の
内
容
を
注
入

す
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
る
（
在
歐
陽
脩
看
來
、
寫
作
《
詩
三
百
》
的
詩
人
（
們
）
均
爲
古
代
的
賢
者
、
不
管
在
人
格
修
養
・
理
性
態

度
・
思
辨
能
力
以
及
表
達
技
巧
等
方
面
都
是
優
秀
的
、
所
以
他
們
不
但
能
夠
將
其
對
外
在
環
境
的
感
受
及
聞
見
、
通
過
良
好
的
表
達
技
巧
、

呈
現
在
詩
篇
中
、
而
且
也
於
其
中
注
入
了
美
刺
諷
喩
的
内
涵
」（
車
氏
前
掲
書
、
五
八
頁
）
と
言
う
が
、
そ
こ
で
は
な
お
「
聖
人
の
志
」

に
よ
る
道
德
性
の
保
證
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
詩
そ
れ
自
體
の
道
德
的
自
律
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
點
で
、
朱
熹
の
詩
人
（
非

淫
詩
の
作
者
）
こ
そ
が
眞
に
完
全
無
缺
な
存
在
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
（（
）
例
え
ば
、『
朱
子
語
類
』
卷
八
十
「
詩
一
・
綱
領
」
に
、「
大
抵
國
風
是
民
庶
所
作
、
雅
是
朝
廷
之
詩
」
と
言
う
な
ど
。


