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1

作
者
の
意
圖
か
ら
國
史
と
孔
子
の
解
説
へ

―
嚴
粲
詩
經
解
釋
に
お
け
る
小
序
尊
重
の
意
義

―

種
村
和
史

Ⅰ　

は
じ
め
に

南
宋
の
嚴
粲
（
生
卒
年
不
詳（

1
（

（
の
『
詩
緝（

（
（

』（
淳
祐
八
年
、
一
二
四
八
、
刊
刻
開
始
、
淳
祐
十
一
年
、
一
二
五
一
、
以
後
成
書

―

周
東
亮
氏
の
考
證（

（
（

に
據
る
（
は
、
朱
熹
（
一
一
三
〇
～
一
二
〇
〇
（
の
『
詩
集
傳
』、
呂
祖
謙
（
一
一
三
七
～
一
一
八
一
（『
呂
氏
家
塾

讀
詩
記
』
と
竝
ん
で
、
南
宋
詩
經
學
を
代
表
す
る
著
述
と
し
て
つ
と
に
評
價
が
高
く（

（
（

、
そ
の
學
問
的
性
格
と
詩
經
學
史
上
に
お
け
る
意

義
に
つ
い
て
、
近
年
、
黃
忠
愼
氏
に
よ
る
專
著（

（
（

の
ほ
か
、
複
數
の
學
者
に
よ
る
研
究
成
果（

（
（

が
發
表
さ
れ
て
い
る
。
特
に
黃
氏
の
著
作
は
、

嚴
粲
詩
經
學
の
全
體
像
と
そ
の
意
義
と
に
つ
い
て
、
經
學
・
理
學
・
文
學
の
三
つ
の
視
點
か
ら
詳
細
に
考
察
し
た
成
果
が
ま
と
め
ら
れ

て
お
り
、
今
後
の
嚴
粲
研
究
の
原
點
と
す
べ
き
業
績
で
あ
る
。

嚴
粲
の
詩
經
解
釋
の
特
徴
と
し
て
常
に
擧
げ
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
次
の
二
つ
が
特
に
重
要
で
あ
る
。
一
つ
は
、
嚴
粲
が
、『
詩



（

經
』
の
文
學
性
を
重
視
し
た
解
釋
を
行
っ
た
こ
と
、
特
に
詩
篇
の
作
者
の
創
作
意
圖
、
表
現
意
圖
の
解
明
を
重
ん
じ
た
こ
と
で
あ
る（

（
（

。

も
う
一
つ
は
、
嚴
粲
が
小
序
を
解
釋
の
規
範
と
し
て
尊
重
し
た
こ
と
で
あ
る（

（
（

。
詩
序
は
、
漢
唐
詩
經
學
に
お
い
て
は
、
孔
子
の
弟
子
子

夏
の
手
に
な
る
も
の
と
し
て
解
釋
の
絶
對
的
な
よ
り
ど
こ
ろ
と
さ
れ
た
が
、
宋
代
に
な
る
と
、
そ
の
說
の
正
し
さ
に
對
し
て
多
く
の
學

者
か
ら
疑
問
が
呈
せ
ら
れ
、
小
序
を
遵
奉
す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
、
兩
宋
を
通
じ
て
活
發
な
議
論
が
繰
り
廣
げ
ら
れ
た
。
と
り
わ
け
、

南
宋
の
朱
熹
が
『
詩
集
傳
』（
以
下
、「
集
傳
」
と
略
稱
（
を
著
す
に
あ
た
っ
て
小
序
を
排
し
、
自
分
自
身
の
目
で
詩
篇
を
熟
讀
玩
味
し

獨
自
の
解
釋
を
行
っ
た
こ
と
は
、
宋
代
詩
經
學
の
學
問
的
達
成
を
具
現
す
る
も
の
と
し
て
高
い
評
價
が
與
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
對

し
て
、
嚴
粲
は
朱
熹
の
詩
經
學
に
大
き
な
影
響
を
受
け
た（

（
（

が
、
こ
と
小
序
に
對
す
る
態
度
に
つ
い
て
は
、
朱
熹
と
は
反
對
に
尊
序
の
立

場
を
と
っ
た
。

從
來
の
研
究
で
は
、
右
の
二
つ
の
特
徴
は
、
そ
れ
ぞ
れ
獨
立
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
傾
向
が
强
く
、
相
互
の
關
係
に
つ
い
て
は
十
分

な
考
察
が
な
さ
れ
て
い
な
い（

（1
（

。
あ
る
い
は
、
嚴
粲
は
詩
經
解
釋
に
あ
た
っ
て
文
學
性
を
重
視
し
た
解
釋
を
目
指
し
た
が
、
小
序
尊
崇
の

態
度
が
障
壁
と
な
っ
て
充
分
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
に
終
わ
っ
た
と
說
明
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る（

（（
（

。

し
か
し
、
兩
者
の
關
係
を
そ
の
よ
う
に
捉
え
る
だ
け
で
は
、
朱
熹
以
後
に
あ
っ
て
、
し
か
も
朱
熹
か
ら
大
き
な
學
的
影
響
を
受
け
て
、

彼
と
比
肩
す
る
よ
う
な
本
格
的
な
詩
經
研
究
を
行
っ
た
嚴
粲
が
、
朱
熹
と
異
な
り
尊
序
の
立
場
を
と
っ
た
こ
と
の
意
味
を
十
分
に
說
明

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
小
序
を
墨
守
す
べ
き
至
高
の
存
在
と
考
え
る
か
否
か
は
、
歷
代
の
學
者

そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
、
傳
統
的
權
威
に
對
す
る
自
ら
の
ス
タ
ン
ス
を
示
す
大
問
題
で
あ
り
、
い
わ
ば
儒
者
と
し
て
の
自
己
規
定
に
關
わ

る
事
柄
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
詩
篇
の
解
釋
の
し
か
た
に
直
接
影
響
す
る
問
題
で
も
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
ぞ

れ
の
學
者
が
選
擇
し
た
尊
序
あ
る
い
は
反
序
の
立
場
が
、
そ
の
詩
經
解
釋
の
方
法
論
の
中
に
ど
の
よ
う
に
組
み
込
ま
れ
、
ど
の
よ
う
に

機
能
し
て
い
る
か
、
と
い
う
視
點
か
ら
考
察
す
る
必
要
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
詩
經
解
釋
に
お
け
る
機
能
的
側
面
か
ら
、
尊
序
・
反
序



（
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の
意
義
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
反
序
に
屬
す
る
學
者
に
對
し
て
は
ま
だ
し
も
、
尊
序
の
立
場
を
と
る
學
者
の
著
述
に

對
し
て
は
、
充
分
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
本
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
視
點
か
ら
嚴
粲
に
と
っ
て
の
尊
序
の
意
味
を
考
察
し
て

み
た
い
。

本
論
に
入
る
前
に
、
嚴
粲
の
小
序
認
識
に
つ
い
て
基
本
的
な
事
項
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
嚴
粲
は
小
序
を
尊
重
し
た
と
は
言
っ
て
も
、

小
序
の
す
べ
て
を
尊
重
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
第
一
句
（
以
下
、「
首
序
」
と
稱
す
る
（
の
み
を
由
來
正
し
い
も
の
と
し
て
尊
重
し
、

第
二
句
以
下
（
以
下
、「
後
序
」
と
稱
す
る
（
に
對
し
て
は
是
是
非
非
の
態
度
を
と
っ
た
。
彼
は
、
小
序
首
序
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
言
う
。

詩
題
の
下
の
第
一
句
は
、
國
史
が
著
し
た
も
の
で
、「
首
序
」
と
稱
す
る
。
そ
れ
以
下
は
詩
經
を
解
釋
し
た
學
者
の
言
葉
で
、

「
後
序
」
と
稱
す
る
（
題
下
一
句
、
國
史
所
題
、
爲
首
序
。
其
下
說
詩
者
之
辭
、
爲
後
序
（	

（「
詩
緝
條
例
」（

嚴
粲
は
、「
首
序
」
は
詩
篇
を
管
理
し
た
諸
國
の
國
史
官
の
手
に
な
る
も
の
と
考
え
た
。
作
詩
と
同
時
期
に
、
後
世
が
知
り
得
な
い

事
情
に
通
じ
た
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
な
の
で
據
る
べ
き
も
の
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る（

（1
（

。
こ
れ
に
對
し
て
、
後
序
は
後
世
の
學
者

に
よ
る
解
說
の
文
章
で
あ
り
、
依
據
す
る
に
足
る
も
の
と
誤
っ
た
も
の
と
が
混
在
し
て
い
る
と
考
え
た（

（1
（

。
實
際
、『
詩
緝
』
に
は
後
序

の
誤
り
を
指
摘
し
た
と
こ
ろ
が
多
い
。
こ
の
よ
う
に
小
序
を
分
割
す
る
認
識
は
、
北
宋
の
蘇
轍
・
程
頤
以
來
の
說
を
繼
承
し
た
も
の
で

あ
る（

（1
（

。
た
だ
し
嚴
粲
は
、
今
見
る
首
序
は
國
史
が
題
し
た
も
の
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、『
詩
經
』
を
編
纂
し
た
孔
子
の
手
が
加
わ
っ
て
い
る

と
考
え
た
。
鄭
風
「
有
女
同
車
」
首
序
「《
有
女
同
車
》
は
、
忽
を
刺
る
な
り
（
有
女
同
車
、
刺
忽
也
（」
に
つ
い
て
、
嚴
粲
は
次
の
よ



（

う
に
言
う
。

い
ず
れ
も
最
終
的
に
國
を
追
わ
れ
た
り
、
い
っ
た
ん
追
わ
れ
ま
た
國
主
に
返
り
咲
い
た
り
し
た
た
め
に
、
首
序
は
彼
ら
を
「
鄭

伯
」
と
は
稱
さ
ず
、
本
詩
序
で
は
「
忽
」
と
、「
擊
鼓
」
序
で
は
「
州
吁
」
と
、「
墓
門
」
で
は
「
陳
佗
」
と
稱
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
春
秋
の
筆
法
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
首
序
に
は
孔
子
の
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
（
以
其
終
失
國
、
出
入
、
皆
不
稱
鄭
伯
、
此
首
序
稱
忽
、
擊
鼓
稱
州
吁
、
墓
門
稱
陳
佗
、
皆
用
春
秋
書
法
、
知
經
聖
人
之
手

矣
（

嚴
粲
は
、
首
序
は
詩
篇
が
詠
う
對
象
に
對
す
る
毀
譽
褒
貶
の
意
を
表
す
た
め
に
字
句
を
選
び
拔
い
て
書
か
れ
て
い
て
、『
春
秋
』
の

一
字
褒
貶
と
同
樣
の
書
法
に
よ
っ
て
い
る
と
捉
え
、
こ
の
こ
と
を
根
據
に
し
て
、
首
序
に
は
『
春
秋
』
を
編
纂
し
た
孔
子
の
手
が
加
わ

っ
て
い
る
と
考
え
た
。
つ
ま
り
、
首
序
は
、
ま
ず
は
國
史
が
作
詩
の
狀
況
を
說
明
す
る
た
め
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
孔
子
は
彼
の

道
德
的
評
價
を
示
す
た
め
に
、
字
句
を
書
き
換
え
潤
色
を
加
え
た
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
首
序
に
は
作
者
と
同
時
代
の
人
閒
で
な
け
れ

ば
知
り
得
な
い
情
報
が
示
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
詩
篇
に
歌
わ
れ
た
事
柄
や
人
物
に
對
す
る
孔
子
の
評
價
も
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ

そ
、
二
重
の
意
味
で
尊
ぶ
べ
き
存
在
な
の
で
あ
る
。

個
々
の
詩
篇
の
解
釋
に
即
し
て
、
作
者
と
小
序
と
の
關
係
に
つ
い
て
の
嚴
粲
の
認
識
を
見
る
と
、
お
お
む
ね
二
種
類
に
分
類
で
き
る
。

一
つ
は
、
詩
人
の
作
詩
の
意
圖
と
小
序
の
說
と
が
合
致
し
て
い
る
と
捉
え
る
も
の
で
あ
る
。
嚴
粲
の
詩
經
解
釋
の
中
で
は
こ
れ
が
多
數

を
占
め
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
小
序
が
提
示
す
る
道
德
的
意
義
は
、
詩
篇
に
す
で
に
具
體
的
に
表
現
さ
れ
て
い
て
、
小
序
は
そ
れ
を
要

約
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
從
來
の
研
究
で
は
、
こ
の
ケ
ー
ス
に
視
點
が
集
中
し
て
い
る
。
し
か
し
、
嚴
粲
の
詩
序
觀
、
詩
篇
解
釋



（

作者の意圖から國史と孔子の解説へ

の
性
格
を
考
え
る
た
め
に
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
る
。

嚴
粲
の
詩
經
解
釋
に
お
い
て
は
、
も
う
一
つ
、
詩
人
の
意
と
小
序
の
說
と
の
閒
に
齟
齬
が
あ
る
と
捉
え
る
場
合
が
、
少
數
で
は
あ
る

が
存
在
す
る
。
つ
ま
り
、
小
序
は
詩
篇
に
表
現
さ
れ
て
い
な
い
事
柄
を
述
べ
て
い
る
と
考
え
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
嚴
粲
は
な
ぜ
こ
の
よ

う
な
齟
齬
が
生
じ
た
と
考
え
て
い
る
か
、
齟
齬
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
ぜ
序
を
尊
ぶ
の
か
、
齟
齬
は
何
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え

て
い
る
か
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
詩
序
觀
、
特
に
詩
篇
解
釋
と
の
關
係
を
よ
り
深
く
知
る
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
。
故
に
、
本
稿
で
は
こ
の
ケ
ー
ス
に
焦
點
を
當
て
て
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

黃
忠
愼
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

後
の
學
者
が
『
詩
經
』
の
詩
篇
を
解
釋
す
る
と
き
に
追
求
し
た
言
外
の
意
と
い
う
の
は
、
往
々
に
し
て
作
詩
者
の
言
外
の
意
の

み
で
は
な
く
、『
詩
經
』
を
編
集
し
、
詩
序
を
書
い
た
聖
人
、
國
史
の
意
で
あ
っ
た
。
嚴
粲
も
そ
う
で
あ
り
…
…
『
詩
緝
』
の
中

で
言
わ
れ
る
「
言
外
の
意
」
の
ほ
と
ん
ど
の
部
分
は
、
實
は
す
べ
て
聖
人
や
國
史
の
言
外
の
意
で
あ
る
（
後
來
的
學
者
在
詮
釋
三

百
篇
的
詩
文
時
、
他
們
所
追
求
的
言
外
之
意
往
往
不
只
是
作
詩
者
的
言
外
之
意
、
而
是
編
《
詩
》
者
、
序
《
詩
》
者
的
聖
人
、
國

史
之
意
。
嚴
粲
就
是
如
此
…
…
在
《
詩
緝
》
裡
說
的
「
言
外
之
意
」
有
絕
大
部
分
其
實
都
是
聖
人
、
國
史
的
言
外
之
意（

（1
（

（

さ
ら
に
氏
は
、
嚴
粲
が
言
う
「
言
外
の
意
」
に
は
、
詩
の
内
容
と
詩
序
と
の
不
整
合
を
調
整
す
る
働
き
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る（

（1
（

。
本
稿
の
考
察
は
、
黃
氏
の
指
摘
を
出
發
點
と
し
て
、
嚴
粲
の
詩
經
解
釋
の
内
實
と
思
考
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
で
引
用
し
た
經
說
の
う
ち
、
特
に
書
名
を
記
さ
な
い
も
の
は
す
べ
て
嚴
粲
『
詩
緝
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
ま
た
、
前
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述
し
た
よ
う
に
、
嚴
粲
は
小
序
の
う
ち
の
首
序
を
聖
人
の
意
を
體
現
し
て
い
る
と
し
て
遵
奉
し
、
後
序
に
つ
い
て
は
後
の
詩
經
學
者
に

よ
る
敷
衍
と
し
て
絶
對
視
は
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
個
々
の
經
說
を
見
る
と
事
實
上
後
序
に
基
づ
い
て
い
る
例
も
多
く
、
彼
の
解
釋

を
考
え
る
に
當
た
っ
て
は
、
後
序
を
完
全
に
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い（

（1
（

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
小
序
を
引
用
す
る
際
に
は
必
要

に
應
じ
て
、
後
序
を
含
め
た
全
文
を
引
い
た
。

Ⅱ　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
道
具
と
し
て
の
詩

嚴
粲
が
、
詩
人
の
意
と
小
序
の
說
と
の
閒
に
齟
齬
が
あ
る
と
考
え
る
も
の
は
、
そ
の
性
格
の
違
い
に
よ
っ
て
さ
ら
に
二
つ
の
ケ
ー
ス

に
分
け
ら
れ
る
。
本
章
で
は
そ
の
一
つ
目
の
ケ
ー
ス
を
考
え
る
た
め
に
、
淫
詩
的
詩
篇
を
材
料
と
し
て
取
り
上
げ
よ
う
。

す
で
に
諸
家
が
言
及
し
て
い
る（

（1
（

よ
う
に
、
嚴
粲
は
、
朱
熹
の
淫
詩
說

―
詩
篇
に
作
者
自
ら
の
不
道
德
な
男
女
關
係
が
詠
わ
れ
て
い

る
と
捉
え
る
解
釋
法

―
に
否
定
的
な
態
度
を
と
っ
た（

（1
（

。
彼
の
こ
の
よ
う
な
態
度
が
、
小
序
首
句
を
篤
信
す
る
解
釋
姿
勢
の
歸
結
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
の
は
見
や
す
い
こ
と
で
あ
る
。
淫
詩
的
詩
篇
と
は
、
こ
の
よ
う
な
淫
詩
と
類
似
し
つ
つ
も
性
格
が
少
々
異
な
る
詩
群
の

こ
と
を
指
す
た
め
に
假
に
名
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
淫
詩
的
詩
篇
に
詠
わ
れ
て
い
る
の
は
、
淫
詩
と
同
じ
く
不
道
德
な
行
爲
で
は
あ
る

が
、
男
女
の
戀
愛
で
は
な
く
、
主
君
に
對
す
る
謀
反
を
詠
っ
た
も
の
を
そ
の
典
型
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
詩
篇
で
は
、
詩
の
語
り
手
が
謀

反
を
企
て
て
い
る
人
物
を
贊
美
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
を
不
道
德
な
人
閒
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
學
者
も
い

る
。
淫
詩
的
詩
篇
は
、
詠
わ
れ
た
事
柄
が
男
女
の
戀
愛
の
ご
と
き
卑
俗
な
内
容
で
は
な
く
、
主
君
へ
の
謀
反
と
い
う
國
家
の
大
事
に
關

わ
る
罪
惡
で
あ
る
の
で
、
詩
人
が
ど
う
い
う
意
圖
で
こ
れ
ら
の
詩
を
作
っ
た
の
か
を
解
明
す
る
こ
と
が
よ
り
重
要
な
問
題
と
な
る
。
そ

の
解
釋
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
詩
の
意
圖
と
小
序
と
の
關
係
に
つ
い
て
の
解
釋
者
の
考
え
方
を
見
る
の
に
役
立
つ（

11
（

。
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二
篇
の
詩
を
取
り
上
げ
よ
う
。
鄭
風
「
叔
于
田
」
と
唐
風
「
揚
之
水
」
で
あ
る
。
こ
の
二
篇
は
漢
唐
詩
經
學
以
來
、
そ
れ
ぞ
れ
兄
の

莊
公
か
ら
鄭
國
を
簒
奪
し
よ
う
と
畫
策
す
る
太
叔
段
、
晉
の
乘
っ
取
り
の
企
て
を
胸
に
祕
め
、
甥
の
昭
公
に
よ
っ
て
封
ぜ
ら
れ
た
領
地

の
曲
沃
で
地
歩
固
め
に
勤
し
む
桓
叔
、
名
は
成
師
と
い
う
二
人
の
反
逆
者
に
つ
い
て
の
詩
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
二
篇
の
小
序
に
次
の

よ
う
に
言
う
。

「
叔
于
田
」
は
、
鄭
の
莊
公
を
刺
っ
た
詩
で
あ
る
。
叔
段
は
京
に
住
ま
い
し
、
田
獵
に
出
か
け
よ
う
と
す
る
と
、
國
人
は
喜
ん

で
彼
に
歸
服
す
る
（
叔
于
田
、
刺
莊
公
也
。
叔
處
於
京
、
以
出
于
田
、
國
人
說
而
歸
之
（

「
揚
之
水
」
は
、
晉
の
昭
公
を
刺
っ
た
詩
で
あ
る
。
昭
公
は
國
を
分
割
し
て
〔
桓
叔
を
〕
沃
に
封
じ
た
。
沃
は
强
勢
に
な
り
、

昭
公
は
微
弱
に
な
っ
た
。
國
の
民
衆
は
昭
公
に
叛
い
て
沃
に
歸
服
し
よ
う
と
し
た
（
揚
之
水
、
刺
晉
昭
公
也
。
昭
公
分
國
以
封
沃
、

沃
盛
强
、
昭
公
微
弱
、
國
人
將
叛
而
歸
沃
焉
（

こ
の
二
篇
の
詩
に
は
二
人
へ
の
贊
美
が
詠
わ
れ
る
。
朱
熹
は
、
こ
れ
は
二
人
に
心
服
す
る
民
が
彼
ら
を
美
め
稱
え
た
も
の
だ
と
と
る
。

太
叔
段
は
不
義
で
あ
っ
た
が
民
衆
を
味
方
に
付
け
、
國
人
は
彼
を
愛
し
て
、
故
に
こ
の
詩
を
作
っ
た
（
段
不
義
而
得
眾
、
國
人

愛
之
、
故
作
此
詩
（	

（「
叔
于
田
」
集
傳（

1（
（

（

〔
本
詩
卒
章
で
「
我
聞
有
命
、
不
敢
以
告
人
」
と
あ
り
〕
そ
の
命
令
に
聞
き
從
い
そ
れ
を
人
に
敎
え
た
り
し
な
い
と
い
う
の
は
、
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桓
叔
の
た
め
に
隱
蔽
し
て
い
る
の
だ
。
桓
叔
は
晉
を
我
が
物
に
し
よ
う
と
し
、
民
衆
は
彼
の
た
め
に
隱
蔽
し
て
い
る
の
は
、
桓
叔

の
謀
略
が
成
功
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
聞
其
命
而
不
敢
以
告
人
者
、
爲
之
隱
也
。
桓
叔
將
以
傾
晉
、
而
民
爲
之

隱
、
蓋
欲
其
成
也
（	

（「
揚
之
水
」
集
傳
（

朱
熹
の
解
釋
に
據
れ
ば
、
そ
の
語
り
手
は
す
な
わ
ち
作
者
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
二
詩
は
簒
奪
を
企
て
る
謀
反
人
を
擁
護
す
る
不
道

德
な
人
閒
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
詩
篇
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

嚴
粲
は
、
い
わ
ゆ
る
淫
詩
と
同
じ
く
、
こ
う
し
た
詩
に
お
い
て
も
語
り
手
＝
詩
人
と
は
と
ら
な
か
っ
た
。『
詩
緝
』
鄭
風
「
叔
于

田
」
首
章
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

段
は
田
獵
で
驅
け
回
る
の
を
好
ん
だ
。
彼
の
一
味
は
、
阿
諛
し
て
言
っ
た
、「
段
が
田
獵
に
行
く
と
誰
も
が
み
ん
な
付
き
從
っ

て
、
ち
ま
た
に
は
住
ん
で
い
る
者
が
誰
も
い
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
住
ん
で
い
る
者
が
本
當
に
誰
も
い
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

い
る
に
は
い
る
が
、
太
叔
段
が
ま
こ
と
に
美
し
く
て
思
い
や
り
深
い
の
に
は
か
な
わ
な
い
の
だ
」
と
。
ど
う
し
て
段
が
本
當
に
美

し
く
思
い
や
り
が
深
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
段
の
一
味
の
者
の
言
葉
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
河
朔
の
人
々
が
安
祿
山
や
史
思

明
を
「
聖
」
と
呼
ん
だ
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
詩
人
の
意
圖
は
、
こ
の
よ
う
に
段
が
善
な
ら
ず
、
群
れ
な
す
小
人
が
互
い
に
唆

し
合
う
よ
う
で
は
、
必
ず
や
惡
事
の
絲
口
と
な
り
、
自
ら
に
禍
す
る
に
至
る
だ
ろ
う
。
莊
公
は
ど
う
し
て
彼
ら
を
禁
じ
な
い
の
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
小
序
は
、「
莊
公
を
刺
る
」
と
言
う
（
段
好
田
獵
馳
騁
、
其
黨
諛
說
之
謂
段
之
往
田
獵
也
、
人
皆

從
之
。
里
巷
之
內
、
無
復
居
人
。
豈
盡
無
居
人
乎
。
雖
有
居
人
、
但
不
如
叔
之
信
美
且
仁
也
。
段
豈
眞
美
且
仁
哉
。
其
黨
私
之
之

言
、
猶
河
朔
之
人
謂
安
史
爲
聖
也
。
詩
人
之
意
、
謂
段
之
不
令
而
群
小
相
與
縱
臾
如
此
、
必
爲
厲
階
以
自
禍
。
莊
公
曷
爲
不
禁
止
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之
乎
。
故
序
曰
刺
莊
公
也
（

ま
た
、『
詩
緝
』
唐
風
「
揚
之
水
」
二
章
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

も
し
桓
叔
を
助
け
て
彼
の
氣
持
ち
を
隱
し
て
あ
げ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
詩
を
作
ら
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
の
だ
。
ま

た
、
す
で
に
聲
に
出
し
て
詩
と
し
て
桓
叔
の
企
み
を
詠
い
、
采
詩
者
が
こ
れ
を
廣
め
て
そ
の
君
を
諷
す
る
よ
う
に
し
た
。
い
っ
た

い
桓
叔
の
氣
持
ち
を
隱
そ
う
な
ど
と
い
う
意
圖
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
故
に
、「
敢
へ
て
人
に
告
げ
じ
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、

實
は
そ
れ
に
よ
っ
て
昭
公
に
告
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
我　

命
有
る
を
聞
く
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
ま
た
、
桓
叔

の
企
て
が
す
で
に
完
成
し
て
、
禍
が
も
う
そ
こ
ま
で
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
表
現
し
た
の
で
あ
り
、
昭
公
を
激
し
く
搖
さ
ぶ
っ
て
目

を
覺
ま
さ
せ
よ
う
と
い
う
思
い
が
至
っ
て
切
實
な
の
で
あ
る
（
若
助
桓
叔
而
匿
其
情
則
此
詩
不
作
可
也
。
亦
既
聲
之
於
詩
、
使
采

詩
者
颺
之
以
諷
其
君
矣
、
安
在
其
爲
匿
之
也
。
故
言
不
敢
告
人
者
、
乃
所
以
告
昭
公
。
言
我
聞
有
命
者
、
又
以
見
其
事
已
成
、
禍

之
甚
迫
、
所
以
激
發
昭
公
者
至
切
切
也（

11
（

（

嚴
粲
は
朱
熹
の
說
に
反
對
し
、
こ
の
二
篇
の
語
り
手
は
作
者
が
假
構
し
た
存
在
で
、
作
者
は
簒
奪
の
危
機
に
あ
り
な
が
ら
そ
れ
に
氣

づ
か
な
い
鄭
君
・
晉
君
の
目
を
覺
ま
さ
せ
よ
う
と
、
太
叔
段
・
桓
叔
が
民
の
歡
心
を
買
っ
て
着
々
と
地
歩
を
固
め
野
望
を
實
現
し
よ
う

と
し
て
い
る
危
險
な
狀
況
を
、
よ
り
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
傳
え
る
た
め
に
、
あ
え
て
虛
構
の
人
物
の
口
吻
に
託
し
た
の
だ
と
解
釋
す

る
。嚴

粲
の
解
釋
は
、「
莊
公
を
刺
る
」「
晉
の
昭
公
を
刺
る
」
と
い
う
小
序
の
首
句
に
從
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
點
で
は
漢
唐
の
解
釋
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と
大
差
は
な
い
。
違
い
は
、
二
詩
が
鄭
の
莊
公
・
晉
の
昭
公
を
刺
っ
た
も
の
と
な
ぜ
な
り
得
る
か
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
確
に
說
明

し
た
點
に
あ
る
。

こ
の
二
篇
の
詩
中
に
は
、
詩
序
の
言
う
よ
う
な
莊
公
・
昭
公
を
刺
っ
た
直
接
的
な
表
現
は
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
嚴
粲
も

「
叔
于
田
」
序
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
叔
于
田
」「
大
叔
于
田
」
の
二
篇
は
、
ど
ち
ら
も
叔
段
の
勇
武
な
素
質
を
美
め
、
そ
の
他
の
こ
と
に
言
い
及
ん
だ
言
葉
は
一
語

と
て
な
い
が
、
首
序
は
、
莊
公
を
刺
っ
た
詩
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
『
春
秋
』〔
隱
公
元
年
〕
が
「
鄭
伯　

段
に
克
つ
」

と
書
し
て
、〔
兄
で
あ
る
莊
公
が
弟
の
段
に
對
す
る
〕
敎
え
を
失
っ
た
こ
と
を
刺
っ
て
い
る
の
と
同
じ
な
の
で
あ
る
。
首
序
は
聖

人
の
手
を
經
て
い
る
（
二
叔
于
田
、
皆
美
叔
段
之
材
武
、
無
一
辭
他
及
、
而
首
序
以
爲
刺
莊
公
。
蓋
與
春
秋
書
鄭
伯
克
段
譏
失
敎

之
意
同
。
首
序
經
聖
人
之
手
矣
。（

嚴
粲
は
、
二
詩
が
國
君
を
刺
る
意
圖
を
持
っ
て
い
な
が
ら
、
詩
中
に
直
接
的
な
風
刺
の
表
現
を
用
い
て
い
な
い
こ
と
を
、「
春
秋
の

筆
法
」
に
擬
え
て
說
明
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
小
序
首
序
は
、『
春
秋
』
に
お
け
る
三
傳
の
よ
う
に
、
表
現
の
裏
に
隱
さ
れ
た
作
者

の
意
圖
を
說
明
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
嚴
粲
が
首
序
は
孔
子
の
手
を
經
て
な
っ
た
も
の
だ
と
言
う
の
に
據
れ
ば
、

孔
子
は
詩
人
の
殘
し
た
表
現
の
眞
意
を
汲
み
取
り
解
說
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
彼
自
身
が
ま
と
め
た
『
春
秋
』
の
簡
潔
な
表
現
の

眞
意
を
汲
み
取
り
解
說
し
た
左
丘
明
・
公
羊
壽
・
穀
梁
俶
の
役
割
を
、『
詩
經
』
に
對
し
て
行
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、『
詩
經
』
の
詩
篇
の
表
現
を
、
春
秋
の
筆
法
に
喩
え
る
嚴
粲
の
說
に
は
難
點
が
あ
る（

11
（

。『
春
秋
』
に
お
い
て
は
、
史
官
が
歷

史
的
事
件
を
記
述
す
る
際
に
、
ど
の
よ
う
な
用
語
や
表
現
を
選
擇
す
る
か
に
事
件
や
人
物
に
對
す
る
自
分
の
評
價
を
込
め
て
い
る
と
言
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わ
れ
る
。
三
傳
は
、
記
事
の
表
現
を
手
が
か
り
に
し
て
史
官
の
意
圖
を
汲
み
取
っ
た
。
つ
ま
り
、
史
官
は
隱
微
な
形
で
は
あ
る
が
、
措

辭
の
中
に
す
で
に
自
身
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
り
、
三
傳
の
著
者
は
そ
れ
を
發
見
し
解
讀
す
る
仕
事
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
對
し
て
、
二
詩
に
お
い
て
は
、
嚴
粲
も
言
う
よ
う
に
莊
公
へ
の
批
判
を
讀
み
取
る
手
が
か
り
に
な
る
も
の
は
詩
句
上
に
は
何

も
な
い
。
先
入
見
な
く
讀
め
ば
こ
れ
ら
の
詩
は
、
簒
奪
を
企
て
る
惡
人
に
與
す
る
民
衆
の
稱
贊
の
表
現
に
し
か
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と

は
、
嚴
粲
も
次
の
よ
う
に
認
め
る
。

詩
を
解
釋
す
る
の
に
首
序
を
用
い
な
け
れ
ば
、
二
つ
の
「
叔
于
田
」
は
い
ず
れ
も
太
叔
段
を
美
め
た
詩
と
な
っ
て
し
ま
う
（
說

詩
不
用
首
序
則
二
叔
于
田
皆
爲
美
叔
段
（

同
樣
の
發
言
は
、
他
に
も
「
揚
之
水
」
と
同
樣
、
晉
の
桓
叔
を
詠
っ
た
唐
風
「
椒
聊
」
に
見
ら
れ
る（
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（

。

詩
の
内
容
と
、
作
者
の
意
圖
と
は
食
い
違
っ
て
い
る
。
詩
を
解
釋
す
る
の
に
首
序
を
用
い
な
け
れ
ば
、
本
詩
は
桓
叔
を
美
め
て

い
る
と
も
言
え
る
こ
と
に
な
る
（
言
在
此
而
意
在
彼
也
。
說
詩
不
用
首
序
則
以
此
詩
爲
美
桓
叔
亦
可
矣
（

し
た
が
っ
て
、
詩
序
の
詩
篇
に
對
す
る
役
割
は
、『
春
秋
』
の
記
事
の
筆
法
の
特
徴
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
著
者
の
毀
譽
褒
貶

の
意
を
讀
み
取
る
春
秋
三
傳
と
は
異
な
る
。
首
序
は
、
そ
の
撰
者
が
詩
の
熟
讀
玩
味
以
外
の
何
ら
か
の
手
段
に
よ
っ
て
知
り
得
た
、
詩

の
表
現
に
は
表
れ
て
い
な
い
作
者
の
意
圖
を
提
示
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
三
傳
が
『
春
秋
』
内
部
か
ら
抽
出
し
た
も
の
を
提

示
す
る
の
に
對
し
、
小
序
は
い
わ
ば
詩
の
外
部
か
ら
情
報
を
補
完
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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内
容
の
み
を
見
た
場
合
、
二
詩
を
謀
反
人
を
稱
贊
し
た
も
の
と
解
釋
す
る
こ
と
が
む
し
ろ
自
然
で
あ
る
こ
と
を
嚴
粲
が
認
め
た
の
は
、

あ
る
意
味
で
朱
熹
の
解
釋
の
正
當
性
を
認
め
た
發
言
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
嚴
粲
は
結
局
の
と
こ
ろ
朱
熹
の
說
を

否
定
し
、
首
序
に
從
っ
て
解
釋
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
こ
れ
は
、
二
詩
は
詩
自
體
で
意
味
を
自
足
し
得
て
お
ら
ず
、

必
ず
首
序
と
組
み
合
わ
せ
な
け
れ
ば
、
正
し
い
讀
解
に
は
至
り
得
な
い
、
す
な
わ
ち
詩
篇
が
作
者
の
意
圖
を
十
全
に
讀
者
に
傳
え
る
媒

體
と
し
て
常
に
機
能
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
、
嚴
粲
が
考
え
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
作
者
の
意
圖
を
萬
人
に
理
解
さ
せ
る
と

い
う
意
味
か
ら
言
え
ば
、
普
遍
性
の
缺
如
で
あ
り
、
缺
陷
で
あ
る
。
そ
れ
を
補
う
も
の
が
小
序
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る（
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。
嚴
粲
の
尊
序

と
は
、
詩
の
不
完
全
性
に
つ
い
て
の
認
識
と
不
可
分
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
反
復
熟
讀
に
よ
っ
て
詩
自
體
か
ら
十
全
に

意
味
を
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
朱
熹
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る（
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（

。

な
ぜ
、
詩
篇
が
作
者
の
意
圖
を
讀
者
に
傳
え
る
上
で
不
完
全
だ
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。「
椒
聊
」
首
章
「
彼
の

其
の
之
の
子
、
碩
大
に
し
て
朋た
ぐ
ひ

無
し
（
彼
其
之
子
、
碩
大
無
朋
（」
に
つ
い
て
、
嚴
粲
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

桓
叔
は
日
々
に
强
大
さ
を
增
し
、
昭
公
は
き
わ
め
て
危
う
い
狀
態
に
な
っ
て
い
る
。
昭
公
に
告
げ
て
い
る
の
で
、
桓
叔
を

「
彼
」
と
稱
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
桓
叔
日
彊
、
昭
公
其
危
哉
、
爲
告
昭
公
、
故
稱
桓
叔
爲
彼
也
（

こ
こ
で
は
、
嚴
粲
は
「
彼
」
と
い
う
語
の
用
法
を
根
據
に
、
本
詩
が
昭
公
個
人
に
警
告
を
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
と
言
う
。
詩
篇
は
、

作
者
が
個
別
的
な
狀
況
下
に
お
い
て
、
特
定
の
相
手
に
對
し
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
發
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
の
で
あ

る
。同

樣
の
認
識
は
、「
叔
于
田
」
と
同
じ
く
太
叔
段
を
詠
っ
た
鄭
風
「
將
仲
子
」
序
に
對
す
る
解
釋
に
、
よ
り
鮮
明
に
現
れ
て
い
る
。
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叔
段
は
昔
か
ら
鄭
君
の
地
位
を
奪
い
取
ろ
う
と
い
う
企
み
を
持
っ
て
い
た
。
莊
公
は
も
と
よ
り
そ
の
こ
と
で
含
む
と
こ
ろ
が
な

い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
段
は
勇
武
な
才
能
を
持
ち
、
母
親
の
寵
愛
を
賴
り
に
し
、
群
れ
な
す
小
人
と
結
び
、
宗
國

に
不
利
益
を
も
た
ら
そ
う
と
し
た
。
こ
れ
が
、
莊
公
が
深
く
忌
み
嫌
っ
た
も
の
で
あ
る
…
…
思
う
に
、
莊
公
は
し
ば
し
ば
術
策
を

廻
ら
し
物
事
が
自
然
に
成
就
す
る
の
を
待
つ
計
略
を
な
し
た
。
心
を
用
い
る
こ
と
不
仁
で
あ
る
。
段
は
淺
は
か
で
、
群
小
に
唆
さ

れ
て
宗
國
を
乘
っ
取
る
こ
と
を
企
ん
だ
が
、
そ
れ
が
ど
う
し
て
實
現
し
よ
う
か
。
も
と
よ
り
段
は
恐
る
る
に
足
ら
ぬ
相
手
な
の
で

あ
る
。
段
が
莊
公
を
襲
撃
し
よ
う
と
し
て
い
る
時
に
な
っ
て
、
莊
公
は
、「〔
段
を
攻
撃
し
て
も
〕
よ
ろ
し
い
」
と
言
っ
た
。
お
そ

ら
く
段
を
屠
る
口
實
を
段
自
身
が
作
っ
て
く
れ
た
の
を
こ
れ
幸
い
と
し
、
か
く
て
は
人
々
は
自
分
の
こ
と
を
責
め
た
り
は
で
き
な

い
は
ず
だ
と
踏
ん
だ
の
だ
ろ
う
。
ど
う
し
て
涙
を
流
し
て
言
っ
た
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
公
は
も
と
よ
り
冷
酷
な
行
爲

を
た
め
ら
う
よ
う
な
人
閒
で
は
な
い
。
し
か
し
『
春
秋
』
は
、
孔
子
の
定
め
た
、
歷
史
的
事
件
や
人
物
を
批
評
す
る
た
め
の
原
理

に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
の
に
對
し
て
、
變
風
の
詩
の
言
葉
は
國
人
が
風
刺
し
諫
言
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
な
の
で
、
同
列

に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
詩
は
た
だ
莊
公
と
祭
仲
と
が
段
を
殺
そ
う
と
企
ん
だ
の
で
、
莊
公
が
祭
仲
の
企
み
を
拒
ん
だ
言

葉
を
虛
構
し
て
、
天
を
も
感
動
さ
せ
る
公
論
に
よ
っ
て
莊
公
の
目
を
覺
ま
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
こ
そ
、

詩
人
の
温
柔
敦
厚
の
旨
を
失
わ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
叔
段
舊
有
奪
嫡
之
謀
。
莊
公
固
以
不
能
釋
然
于
懷
矣
。
而
又
挾
材
武
、

怙
母
寵
、
結
群
小
、
將
不
利
於
宗
國
。
此
莊
公
之
所
深
忌
也
…
…
蓋
挾
數
用
術
爲
秋
實
黃
落
之
計
。
設
心
不
仁
矣
。
觀
段
之
淺
露
、

爲
群
小
所
縱
臾
而
欲
謀
宗
國
、
何
能
爲
者
邪
。
固
易
之
矣
。
及
段
將
襲
鄭
公
曰
、
可
矣
。
蓋
幸
其
釁
自
彼
作
、
謂
人
不
得
以
議
我
。

豈
有
涕
泣
而
道
之
之
意
哉
。
公
固
非
不
忍
者
。
然
春
秋
乃
聖
人
褒
貶
之
法
、
變
風
乃
國
人
諷
諫
之
辭
、
不
可
以
竝
論
也
。
此
詩
止

以
公
與
祭
仲
有
殺
段
之
謀
、
故
設
爲
公
拒
祭
仲
之
辭
、
以
天
理
感
動
之
公
論
開
悟
之
耳
。
如
此
則
不
失
詩
人
溫
柔
敦
厚
之
旨
（
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「
春
秋
は
乃
ち
聖
人
の
褒
貶
の
法
に
し
て
、
變
風
は
乃
ち
國
人
の
諷
諫
の
辭
な
り
、
以
っ
て
竝
論
す
べ
か
ら
ず
」
は
、
次
の
こ
と
を

指
摘
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、『
春
秋
』
の
筆
法
は
、
後
世
の
史
官
、
あ
る
い
は
孔
子
が
過
去
の
歷
史
的
事
件
を
振
り
返

っ
て
、
自
分
た
ち
の
價
値
基
準
に
よ
っ
て
そ
れ
を
評
價
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
對
し
て
、
變
風
の
詩
は
、
事
件
の
渦
中
に
卷
き
込
ま
れ

た
詩
人
が
必
死
の
思
い
で
爲
政
者
に
對
し
て
諷
諫
を
行
う
た
め
に
作
っ
た
も
の
で
あ
る
、
し
た
が
っ
て
冷
靜
な
歷
史
的
觀
照
の
エ
ッ
セ

ン
ス
と
し
て
の
『
春
秋
』
と
は
異
な
り
、
詩
に
は
現
狀
打
破
の
た
め
の
詩
人
の
策
略
、
作
爲
が
含
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
將
仲
子
」
の
作
者
は
莊
公
と
祭
仲
が
太
叔
段
を
殺
そ
う
と
企
て
て
い
る
の
を
諫
め
よ
う
と
、
祭
仲
の
企
み
を
莊
公
が
拒
否
し
た
と
假

定
し
て
そ
の
言
葉
を
詠
っ
た
の
だ
と
嚴
粲
は
言
う
。
莊
公
に
諫
言
し
て
は
い
る
が
、
そ
の
無
道
を
あ
か
ら
さ
ま
に
暴
い
て
責
め
る
の
で

は
な
く
、
そ
れ
と
な
く
敎
え
諭
し
、
莊
公
が
あ
る
べ
き
自
分
と
現
實
の
自
分
と
の
距
離
を
目
の
當
た
り
に
し
、
罪
に
氣
づ
く
よ
う
仕
向

け
て
い
る
、
詩
經
大
序
に
言
う
「
譎
諫
（
婉
曲
に
諫
め
る
（」
の
表
現
と
解
釋
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
首
章
を
解
釋
し
て
次
の
よ
う

に
言
う
。國

人
は
莊
公
と
祭
仲
と
が
段
を
殺
害
し
よ
う
と
い
う
企
て
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
そ
の
氣
持
ち
を
反
對
に
と
り
、
公
が

祭
仲
を
拒
む
言
葉
を
發
し
た
と
假
構
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
公
を
諷
し
た
…
…
莊
公
が
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
實
際
に
發
し
た
こ
と

は
な
い
。
詩
人
が
公
に
代
わ
っ
て
言
っ
た
の
だ
…
…
公
を
諷
し
て
、
た
と
え
叔
段
を
愛
さ
な
く
と
も
、
父
母
を
恐
れ
な
い
と
い
う

わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
譎
諫
」
し
た
の
で
あ
る
（
國
人
知
公
與
祭
仲
有
殺
段
之
謀
。
乃

反
其
意
、
設
爲
公
拒
祭
仲
之
辭
以
諷
之
…
…
公
未
嘗
有
是
言
也
。
而
詩
人
代
公
言
之
。
…
…
諷
公
縱
不
愛
段
獨
不
畏
父
母
乎
蓋
譎

諫
也
（
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引
用
文
の
最
後
の
部
分
は
、
詩
中
の
、

豈
敢
愛
之　
　

豈
に
敢
へ
て
之
を
愛
せ
ん
や

畏
我
父
母　
　

我
が
父
母
を
畏
る

仲
可
懷
也　
　

仲
は
懷
ふ
べ
き
な
り

父
母
之
言　
　

父
母
の
言

亦
可
畏
也　
　

亦
た
畏
る
べ
き
な
り

を
說
明
し
た
部
分
で
あ
る
。
實
際
と
は
逆
に
、
莊
公
が
祭
仲
の
太
叔
段
殺
害
計
畫
を
拒
否
し
て
い
る
と
し
て
、
そ
の
拒
否
の
言
葉
を
述

べ
た
と
考
え
る
。
段
を
愛
さ
な
い
ば
か
り
か
、
母
后
が
怒
る
だ
ろ
う
こ
と
を
顧
み
も
し
な
い
莊
公
に
、
そ
れ
を
悟
ら
せ
る
た
め
に
、
逆

轉
し
た
自
分
の
姿
と
言
葉
を
故
意
に
突
き
つ
け
、
悔
い
改
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

嚴
粲
の
解
釋
に
據
れ
ば
、
本
詩
は
き
わ
め
て
切
迫
し
た
重
大
な
場
面
に
、
主
君
を
改
悛
さ
せ
る
た
め
に
巧
妙
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
虛

構
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
詩
人
が
こ
の
よ
う
な
虛
構
を
用
い
た
の
は
、
主
君
を
批
判
し
て
し
か
も
そ
の
怒
り
を
招
か
な
い
た
め
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
戰
略
的
な
レ
ト
リ
ッ
ク
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
詩
は
作
者
か
ら
莊
公
へ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
道
具
で
あ
る
。

詩
が
特
定
の
狀
況
下
で
、
特
定
の
人
物
に
向
け
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
傳
え
る
た
め
に
作
ら
れ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
日
常
會
話
に
お
け
る

と
同
樣
に
、
作
者
と
相
手
と
は
「
場
」
を
共
有
し
て
お
り
、
詩
篇
も
そ
こ
に
存
在
す
る
言
語
外
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
、
す
な
わ
ち
暗
默
の

了
解
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
詩
句
に
一
字
と
し
て
「
刺
」
の
要
素
が
な
く
て
も
、
言
葉
の
裏
に
批
判
し
目
を
覺
ま
さ
せ
よ
う

と
す
る
思
い
が
あ
る
こ
と
は
、
當
の
相
手
に
は
傳
わ
り
得
る
。
嚴
粲
の
詩
經
解
釋
が
、
詩
篇
の
「
言
外
の
意
」
を
重
視
し
た
こ
と
は
、
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諸
家
が
注
目
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る（

11
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が
、
少
な
く
と
も
一
面
で
は
、「
言
外
の
意
」
は
こ
の
よ
う
な
作
者
と
特
定
の
相
手
と
の
閒
の
狀
況

的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
意
味
し
て
い
る
。
簡
單
に
言
え
ば
、
詩
篇
は
本
來
的
に
は
人
閒
一
般
に
向
け
て
の
敎
化
の
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の

で
は
な
い
と
い
う
意
識
で
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
詩
篇
に
込
め
ら
れ
た
作
者
の
意
圖
は
、
後
世
の
讀
者
に
と
っ
て
は
、
理
解
困
難
な
要
素
を
含
む
。
と
い
う
よ
り
も
、

む
し
ろ
完
全
な
理
解
は
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
。「
將
仲
子
」
の
よ
う
に
、
主
君
に
諫
言
す
る
と
い
う
特
殊
な
狀
況
で
、「
譎
諫
」
の
精

神
を
具
現
す
る
た
め
に
、
故
意
に
第
三
者
に
は
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
レ
ト
リ
ッ
ク
を
驅
使
し
て
詩
を
作
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
作
者
が
こ

の
詩
に
託
し
た
眞
意
は
、
詩
人
と
莊
公
の
二
者
の
閒
に
の
み
共
有
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
本
來
外
部
に
は
知
ら
れ
る
べ
き
で
は
な

い
も
の
で
あ
ろ
う
。
詩
に
は
、
同
時
代
性
の
制
約
、
作
者
の
韜
晦
と
い
う
要
素
に
よ
っ
て
、
作
っ
た
者
と
、
彼
が
詩
を
作
っ
て
聞
か
せ

よ
う
と
し
た
相
手
の
當
人
同
士
に
し
か
通
じ
な
い
要
素
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
嚴
粲
は
、
詩
は
あ
る
特
定
の
時
と
狀
況
下
に
お
い
て
作
ら
れ
た
個
別
性
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
時
代
、
社
會
狀
況
の
コ

ン
テ
キ
ス
ト
に
支
え
ら
れ
て
、
初
め
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
十
全
に
傳
わ
る
と
い
う
意
識
を
强
く
持
っ
て
い
た
。
國
史
は
、
本
來
な
ら
ば
當

事
者
以
外
は
理
解
し
得
な
い
は
ず
の
情
報
を
何
ら
か
の
手
段
で
知
り
得
、
そ
れ
を
首
序
と
し
て
、
詩
篇
の
情
報
の
缺
落
を
補
完
し
て
い

る
、
だ
か
ら
こ
そ
詩
篇
の
意
味
を
完
全
に
知
る
こ
と
は
、
首
序
を
拔
き
に
し
て
は
あ
り
得
な
い
と
、
嚴
粲
は
考
え
た
。『
詩
緝
』
陳
風

「
東
門
之
枌
」
に
次
の
よ
う
に
言
う
の
は
、
こ
の
こ
と
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
。

首
序
の
源
流
は
き
わ
め
て
古
い
。
ま
さ
し
く
詩
篇
が
作
ら
れ
た
そ
の
當
時
の
こ
と
で
あ
り
、
國
史
が
そ
の
事
柄
を
詩
篇
の
前
に

記
し
て
お
か
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
孔
子
で
あ
っ
て
も
そ
れ
を
知
る
よ
し
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
（
首
序
之
源
流
甚
遠
。
方
作
詩

之
時
、
非
國
史
題
其
事
於
篇
端
、
雖
孔
子
無
由
知
之
（
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Ⅲ　
「
閔あ
わ
れむ
」
の
は
誰
か
？

し
か
し
、
前
章
で
檢
討
し
た
こ
と
の
み
で
、
首
序
の
說
が
詩
篇
の
内
容
と
食
い
違
っ
て
い
る
こ
と
の
理
由
を
す
べ
て
說
明
で
き
る
わ

け
で
は
な
い
。
詩
篇
の
内
容
と
首
序
と
の
關
係
に
つ
い
て
、
嚴
粲
は
も
う
一
つ
の
ケ
ー
ス
を
想
定
し
て
い
る
。
鄭
風
「
出
其
東
門
」
を

檢
討
し
よ
う
。
本
詩
の
首
章
に
つ
い
て
、
嚴
粲
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

鄭
國
が
亂
れ
、
男
女
は
互
い
を
棄
て
去
る
よ
う
に
な
っ
た
。
あ
る
人
が
鄭
國
の
東
門
を
出
て
、
雲
の
よ
う
に
た
く
さ
ん
の
棄
て

ら
れ
た
女
性
を
見
か
け
た
。
彼
女
た
ち
は
雲
の
よ
う
に
た
く
さ
ん
い
る
け
れ
ど
も
、
誰
も
私
が
思
い
を
か
け
る
相
手
で
は
な
い
。

私
の
心
は
、
白
絹
の
衣
を
着
、
も
え
ぎ
色
の
模
樣
の
ス
カ
ー
フ
を
被
っ
た
人
の
も
と
に
あ
る
。
彼
女
こ
そ
が
私
の
妻
だ
。
と
り
あ

え
ず
彼
女
と
あ
い
樂
し
く
暮
ら
し
、
願
わ
く
は
お
互
い
に
棄
て
去
る
よ
う
な
こ
と
が
な
け
れ
ば
そ
れ
で
滿
足
だ
。
ど
う
し
て
他
人

の
夫
婦
の
こ
と
を
憐
れ
む
餘
裕
な
ど
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
當
時
の
世
の
混
亂
に
感
じ
、
自
ら
顧
み
て
自
分
た
ち
夫
婦
の
閒
も
無

事
に
保
つ
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
縞
衣
綦
巾
」
と
い
う
の
は
自
分
の
妻
を
稱
す
る
言
葉

で
あ
る
。「
荊い
ば
ら

の
釵
か
ん
ざ
し

、
布
あ
さ
ぬ
の

の
裙
ス
カ
ー
ト

」
と
言
う
よ
う
な
〔
貧
し
い
身
な
り
を
形
容
す
る
〕
も
の
で
あ
る
（
鄭
國
之
亂
、
男
女
相

棄
。
有
出
其
東
門
見
婦
人
之
見
棄
者
、
其
多
如
雲
。
雖
如
雲
之
多
、
皆
非
我
思
慮
所
存
也
。
我
心
所
存
在
於
服
白
繒
之
衣
綦
文
之

巾
者
、
是
我
之
室
。
且
得
相
樂
、
幸
不
相
棄
足
矣
。
何
暇
閔
憐
他
人
之
室
家
乎
。
此
感
時
之
亂
、
自
顧
其
室
家
亦
恐
不
能
相
保
也
。

縞
衣
綦
巾
稱
其
妻
、
猶
云
荊
釵
布
裙
也
（
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嚴
粲
の
解
釋
に
據
れ
ば
、
詩
中
の
語
り
手
は
、
自
分
た
ち
夫
婦
の
行
く
末
を
心
配
す
る
こ
と
に
か
ま
け
て
、
他
人
の
こ
と
な
ど

「
閔あ
わ
れ

み
憐あ
わ
れ

む
」
ゆ
と
り
な
ど
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
嚴
粲
が
重
ん
じ
た
は
ず
の
本
詩
首
序
に
は
「
出
其
東
門
、
亂
を
閔

む
也
（
出
其
東
門
、
閔
亂
也
（」
と
あ
る
。
小
序
が
本
詩
を
「
閔
む
」
詩
だ
と
規
定
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
嚴
粲
は
「
閔
む
」

暇
な
ど
な
い
と
詠
っ
た
詩
だ
と
解
釋
す
る
の
で
あ
る
。
兩
者
は
互
い
に
齟
齬
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
首
序
が
誤
っ
て
い
る

と
は
言
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
は
嚴
粲
は
、
首
序
の
「
閔
む
」
と
は
い
っ
た
い
誰
が
閔
む
こ
と
を
言
っ
た
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
ろ
う

か
。こ

れ
と
類
似
し
た
例
と
し
て
、
周
南
「
兔
罝
」
が
擧
げ
ら
れ
る
。
本
詩
の
小
序
に
、「『
兔
罝
』
は
、
后
妃
の
化
な
り
。
關
雎
の
化
行

は
る
れ
ば
、
則
ち
德
を
好
ま
ざ
る
莫
し
。
賢
人　

眾
多
な
り
（
兔
罝
、
后
妃
之
化
也
。
關
雎
之
化
行
、
則
莫
不
好
德
、
賢
人
眾
多

也
（」
と
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
嚴
粲
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

詩
人
は
、
ウ
サ
ギ
捕
り
の
網
を
仕
掛
け
る
人
が
、
卑
し
い
職
業
に
身
を
置
き
な
が
ら
敬
虔
な
態
度
を
保
持
し
得
て
い
る
の
を
見

て
、
彼
が
登
用
す
べ
き
人
物
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
（
詩
人
因
見
兔
罝
之
人
處
賤
事
而
能
敬
、
便
知
其
材
之
可
用
（

こ
れ
を
見
る
と
、
序
と
作
詩
の
意
圖
と
は
合
致
し
て
い
る
と
嚴
粲
は
考
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
以
下
に
續
く
彼
の
說
を
見
る

と
、
そ
う
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

序
を
著
し
た
者
は
、
詩
人
が
ウ
サ
ギ
捕
り
の
網
を
仕
掛
け
る
人
が
賢
者
で
あ
る
こ
と
を
贊
美
し
て
い
る
の
に
よ
っ
て
、
當
時
、

德
を
好
む
賢
者
が
多
か
っ
た
こ
と
を
知
り
、
さ
ら
に
そ
れ
が
關
雎
の
德
化
の
た
ま
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
類
推
し
て
物
事
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に
廣
く
通
じ
る（

11
（

こ
と
の
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
と
も
に
詩
を
議
論
す
る
相
手
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
敬
虔
な
態
度
を
保

持
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
德
を
好
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
序
者
因
詩
人
美
兔
罝
之
賢
、
便
知
當
時
多
好
德
之
賢
、
又
便
知
其
爲

關
雎
之
化
、
非
知
類
通
達
者
、
未
可
與
言
詩
也
。
能
敬
則
是
好
德
（

嚴
粲
の
思
考
を
辿
っ
て
み
よ
う

―
詩
人
は
、
ウ
サ
ギ
捕
り
の
男
の
人
物
に
感
心
し
、
登
用
す
べ
き
人
材
だ
と
稱
贊
し
て
い
る
。
そ

こ
で
詠
わ
れ
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
偶
然
の
邂
逅
で
あ
り
個
人
的
な
感
想
で
あ
る
。
こ
れ
に
對
し
て
、
序
者
は
こ
の
詩
か
ら
、
當
時

ウ
サ
ギ
捕
り
の
中
に
さ
え
賢
者
が
い
た
の
だ
か
ら
、
當
時
賢
者
は
多
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
推
察
し
て
、「
賢
人　

衆
多
な
り
」
と
書
い

た

―
。
詩
人
が
詠
お
う
と
し
た
特
定
の
人
物
へ
の
稱
贊
で
は
な
く
、
當
時
の
德
盛
ん
な
樣
を
こ
そ
讀
み
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
に
立
つ
な
ら
ば
、
序
が
述
べ
て
い
る
の
は
、
作
詩
の
意
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
嚴
粲

は
、
本
詩
に
お
い
て
、
序
者
は
詩
人
の
作
詩
の
意
圖
を
代
辯
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
兔
罝
」
の
詩
か
ら
自
ら
が
讀
み
取
っ
た
こ
と

を
小
序
に
記
し
た
の
だ
と
考
え
て
い
る
。

こ
れ
は
、『
正
義
』
や
朱
熹
と
は
對
照
的
な
認
識
で
あ
る
。

本
詩
は
ウ
サ
ギ
罠
を
仕
掛
け
る
男
が
賢
者
だ
と
い
う
こ
と
を
詠
っ
て
い
る
だ
け
な
の
に
、
小
序
に
「
賢
人
衆
多
な
り
」
と
言
っ

て
い
る
の
は
、
鄭
箋
に
據
れ
ば
「
ウ
サ
ギ
捕
り
の
男
は
卑
賤
な
仕
事
を
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
、
恭
し
い
態
度
を
と
る
こ
と
が

で
き
る
。
と
す
れ
ば
、
賢
人
は
た
く
さ
ん
い
る
の
で
あ
る
。
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
以
外

の
よ
り
顯
著
な
も
の
を
理
解
さ
せ
る
の
で
あ
る
（
經
直
陳
兔
罝
之
人
賢
而
云
多
者
、
箋
云
、
罝
兔
之
人
鄙
賤
之
事
。
猶
能
恭
敬
。

則
是
賢
人
眾
多
、
是
舉
微
以
見
著
也
（	

（「
兔
罝
」
小
序
、
正
義
（
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文
王
の
敎
化
が
世
に
行
わ
れ
て
風
俗
は
美
し
く
な
り
、
才
能
優
れ
た
賢
者
が
多
數
現
れ
、
ウ
サ
ギ
捕
り
の
野
人
で
さ
え
も
、
こ

の
よ
う
に
登
用
す
る
に
足
る
才
能
を
持
っ
て
い
る
。
故
に
、
詩
人
は
彼
の
仕
事
の
樣
子
に
よ
っ
て
興
を
起
こ
し
て
こ
れ
を
美
め
た
。

文
王
の
德
化
の
盛
ん
な
こ
と
は
こ
こ
か
ら
わ
か
る
（
化
行
俗
美
、
賢
才
眾
多
、
雖
罝
兔
之
野
人
、
而
其
才
之
可
用
猶
如
此
、
故
詩

人
因
其
所
事
以
起
興
而
美
之
、
而
文
王
德
化
之
盛
因
可
見
矣
（	

（「
兔
罝
」
首
章
、
集
傳
（

『
正
義
』
や
朱
熹
は
、
當
時
、
賢
者
が
多
い
こ
と
を
傳
え
よ
う
と
し
た
の
は
、
序
者
で
は
な
く
詩
人
自
身
で
あ
り
、
詩
人
は
卑
し
い

ウ
サ
ギ
捕
り
の
仕
事
に
つ
く
賢
者
を
例
示
的
に
詠
う
こ
と
で
、
賢
者
が
多
い
こ
と
を
暗
示
し
た
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
彼
ら
の
解
釋
に

據
れ
ば
、
詩
人
の
意
と
首
序
と
の
閒
に
は
懸
隔
は
な
い
（
む
ろ
ん
、
朱
熹
は
小
序
を
遵
奉
し
て
本
詩
を
解
釋
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た

が
、
結
果
と
し
て
出
さ
れ
た
解
釋
は
小
序
の
說
を
踏
襲
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
（。

こ
の
こ
と
と
相
關
連
し
て
考
え
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
邶
風
「
綠
衣
」
が
擧
げ
ら
れ
る
。
本
詩
小
序
、「『
綠
衣
』
の
詩
は
、
衞
の
莊

姜
が
自
分
自
身
を
傷
み
悲
し
ん
だ
詩
で
あ
る
。
妾
が
身
分
を
わ
き
ま
え
ず
に
驕
り
高
ぶ
り
、
婦
人
で
あ
る
莊
姜
は
そ
の
位
を
追
わ
れ
、

そ
し
て
こ
の
詩
を
作
っ
た
（
綠
衣
、
衞
莊
姜
傷
己
也
。
妾
上
僭
、
夫
人
失
位
、
而
作
是
詩
也
（」
に
つ
い
て
、
嚴
粲
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

莊
公
が
妾
を
溺
愛
し
常
理
を
亂
し
た
こ
と
が
、
實
に
衞
の
禍
を
生
み
出
す
原
因
と
な
っ
た
の
で
、
聖
人
は
「
綠
衣
」
の
詩
を

『
詩
經
』
に
編
入
し
て
後
世
に
殘
し
て
、
夫
婦
が
道
德
を
治
め
る
源
を
明
ら
か
に
し
、
周
南
召
南
の
道
義
を
說
き
、
世
の
戒
め
と

し
た
。
女
性
の
怨
み
の
感
情
が
詠
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
本
詩
の
意
義
を
見
出
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
本
詩
は
〔
衞
國
を
追
わ

れ
た
〕
莊
姜
の
自
作
で
あ
る
の
に
、〔
衞
の
一
部
で
あ
る
〕
邶
の
風
に
編
入
さ
れ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
邶
の
人
が
傳
え
て
詠

っ
て
い
て
、
そ
れ
を
采
詩
者
が
邶
の
地
で
採
集
し
た
の
で
あ
ろ
う
。『
正
義
』
は
こ
の
詩
を
邶
の
國
の
人
閒
が
作
っ
た
も
の
だ
と
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言
う
が
、
私
は
從
わ
な
い
（
莊
公
溺
愛
亂
常
、
實
胎
衞
禍
、
聖
人
存
綠
衣
以
明
夫
婦
治
道
之
原
、
申
二
南
之
義
以
垂
世
戒
、
非
取

女
子
之
怨
也
。
此
詩
莊
姜
所
自
作
而
屬
邶
風
者
、
蓋
邶
人
傳
詠
之
而
采
詩
者
得
之
於
邶
耳
。
疏
以
爲
邶
國
之
人
作
之
。
今
不
從
（

嚴
粲
は
、『
正
義
』
が
本
詩
を
邶
の
人
が
作
っ
た
も
の
だ
と
言
う
の
に
反
對
し
て
、
本
詩
を
莊
姜
の
「
自
作
」
詩
だ
と
考
え
る
。
本

詩
小
序
に
つ
い
て
『
正
義
』
は
、

本
詩
小
序
に
「
而
し
て
是
の
詩
を
作
る
」
と
言
い
、
別
の
詩
序
で
は
「
故
に
是
の
詩
を
作
る
」
と
言
う
の
は
、
い
ず
れ
も
詩
の

作
ら
れ
た
理
由
を
敍
述
し
た
も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
そ
の
人
の
自
作
だ
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
（
此
言
而
作
是
詩
、
及

故
作
是
詩
、
皆
序
作
詩
之
由
、
不
必
即
其
人
自
作
也
（

と
言
い
、「
邶
鄘
衞
譜
」
の
「
故
に
作
者　

各
お
の
傷
む
所
有
り
、
其
の
國
本
に
從
ひ
て
之
を
異
に
し
、
邶
鄘
衞
の
詩
と
爲
す
（
故
作

者
各
有
所
傷
、
從
其
國
本
而
異
之
、
爲
邶
鄘
衞
之
詩
焉
（」
に
つ
い
て
、

「
綠
衣
」「
日
月
」「
終
風
」「
燕
燕
」「
柏
舟
」「
河
廣
」「
泉
水
」「
竹
竿
」
の
詩
は
、
衞
の
夫
人
（
莊
姜
（
や
衞
の
女
性
の
事
を

述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
〔
邶
・
鄘
・
衞
の
〕
三
つ
の
國
（
地
域
（
の
風
に
分
屬
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、「
詩
譜
」
の
說

に
據
れ
ば
、
定
め
し
三
つ
の
地
域
の
人
が
作
っ
た
も
の
で
あ
り
、
婦
人
や
衞
の
女
性
の
自
作
で
は
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
（
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
（
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と
言
う
。
疏
家
は
、
衞
を
追
わ
れ
た
莊
姜
が
作
っ
た
詩
が
衞
の
一
地
域
で
あ
る
邶
の
地
で
採
集
さ
れ
保
管
さ
れ
る
は
ず
は
な
い
と
い
う

理
由
か
ら
、「
綠
衣
」
の
詩
は
莊
姜
が
作
っ
た
詩
で
は
な
い
と
考
え
る
。
そ
れ
に
對
し
て
、
嚴
粲
は
、
莊
姜
が
作
っ
た
詩
が
、
邶
の
地

に
傳
え
ら
れ
邶
の
人
に
詠
わ
れ
（
邶
人
傳
詠
之
（、
そ
れ
を
衞
の
采
詩
官
が
採
集
し
た
（
采
詩
者
得
之
於
邶
（
と
考
え
れ
ば
矛
盾
は
な

い
と
反
論
し
た
。
本
詩
が
邶
風
に
編
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
重
ん
じ
て
、
そ
の
理
由
を
說
明
し
よ
う
と
す
る
點
で
は
嚴
粲
も
『
正
義
』

と
同
樣
で
あ
る
が
、
作
詩
と
傳
來
に
『
正
義
』
と
は
異
な
る
經
路
を
想
定
す
る
こ
と
で
、
自
述
詩
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

し
か
し
注
意
す
べ
き
は
、
本
詩
が
『
詩
經
』
に
收
め
ら
れ
た
こ
と
に
と
っ
て
、
作
者
莊
姜
の
作
詩
の
意
圖
は
重
要
で
は
な
か
っ
た
と

嚴
粲
が
考
え
る
點
で
あ
る
。
彼
は
、
孔
子
が
本
詩
を
『
詩
經
』
の
一
篇
と
し
て
採
っ
た
の
は
、
こ
の
詩
に
詠
わ
れ
た
「
女
子
の
怨
み
」

ゆ
え
で
は
な
く
、「
夫
婦
治
道
の
原
を
明
ら
か
に
し
、
二
南
の
義
を
申の

べ
て
以
っ
て
世
の
戒
め
に
垂
ら
ん
」
と
し
た
か
ら
で
あ
る
と
考

え
る
。
作
者
（
と
嚴
粲
が
考
え
る
（
莊
姜
の
作
詩
の
意
圖

―
夫
に
棄
て
ら
れ
た
自
分
の
身
の
上
を
悲
し
む
と
い
う
個
人
的
感
慨

―

と
、
孔
子
が
『
詩
經
』
の
一
篇
と
す
べ
き
詩
と
し
て
見
出
し
た
道
德
的
價
値
（
存
詩
の
意
（
と
の
閒
に
齟
齬
が
あ
る
、
言
い
換
え
れ
ば
、

孔
子
は
詩
の
本
來
の
趣
旨
と
は
異
な
る
道
德
的
意
義
を
見
出
し
て
い
る
と
、
嚴
粲
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

「
出
其
東
門
」「
兔
罝
」
と
「
綠
衣
」
と
の
嚴
粲
の
解
釋
に
は
、
興
味
深
い
相
違
點
と
共
通
點
と
が
あ
る
。「
出
其
東
門
」
に
お
い
て
は
、

詩
人
が
本
詩
に
込
め
た
の
は
個
人
的
感
慨
で
あ
る
の
に
、
小
序
は
當
時
の
鄭
國
の
全
體
的
狀
況
に
對
す
る
感
情

―
「
亂
を
閔
む
」

―
が
詠
わ
れ
て
い
る
と
言
う
。「
兔
罝
」
の
詩
は
賢
者
を
稱
贊
す
る
と
い
う
道
德
的
な
内
容
を
持
っ
て
作
ら
れ
た
が
、
し
か
し
嚴
粲

は
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
作
者
の
個
人
的
な
感
想
に
止
ま
り
、
本
詩
の
詩
敎
「
賢
人
衆
多
な
り
」
と
は
異
な
る
と
考
え
た
。
つ
ま
り
、
小

序
は
作
者
の
意
圖
と
は
異
な
る
道
德
的
意
義
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、「
綠
衣
」
の
作
者
莊
姜
は
個
人
的
感
慨
を
詠
っ

た
の
に
對
し
て
、
小
序
も
「
衞
の
莊
姜　

己
を
傷
む
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
作
詩
の
意
圖
と
小
序
と
の
閒
に
は
食
い
違
い
は
な
い
。
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し
か
し
、
孔
子
は
本
詩
に
作
詩
の
意
圖
と
は
異
な
る
道
德
的
價
値
を
見
出
し
て
『
詩
經
』
に
採
用
し
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
齟
齬

が
「
出
其
東
門
」「
兔
罝
」
で
は
作
詩
の
意
と
小
序
と
の
閒
に
あ
る
の
に
對
し
て
、「
綠
衣
」
で
は
作
詩
の
意
お
よ
び
小
序
と
、
孔
子
の

存
詩
の
意
と
の
閒
に
あ
る
の
で
あ
る
。
か
つ
い
ず
れ
に
し
て
も
嚴
粲
は
、
道
德
的
意
義
を
賦
與
し
た
の
は
作
者
以
外
の
者
だ
と
考
え
て

い
る
。

以
上
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
嚴
粲
は
、
詩
の
意
味
と
道
德
的
意
義
は
、
詩
人
の
作
詩
の
意
と
、
首
序
の
說
、
詩
經
を
編
集
し
た
孔
子

の
意
圖
（「
録
詩
の
意
」「
存
詩
の
意
」（
と
の
閒
で
變
容
す
る
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
關
係
は
詩
に
よ
っ
て
多
樣
で
あ
る
、
し
か
も
三

篇
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
詩
篇
が
『
詩
經
』
の
一
篇
と
し
て
擔
っ
て
い
る
道
德
的
意
義
は
、
詩
人
の
作
詩
の
意
に
發
し
て
い
る
の
で
は

な
い
と
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
嚴
粲
が
小
序
を
尊
重
し
た
の
は
、
單
純
に
そ
れ
が
詩
人
の
意
圖
を
正
し
く
說
明
し
て
い
る
か
ら
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
。
詩
が
個
別
の
狀
況
下
で
個
人
的
な
感
想
を
吐
露
し
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
詠
わ
れ
て
い
る
内
容
は
き
わ
め
て
個
別

的
で
あ
り
、
普
遍
性
に
乏
し
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
詩
經
に
收
め
ら
れ
た
時
點
で
、
詩
は
萬
人
の
道
德
陶
冶
に
奉
仕
す
る
詩
敎
の
た
め

の
存
在
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
本
來
の
個
別
的
で
特
殊
な
内
容
の
表
現
の
中
に
、
萬
人
に
通
ず
る
道
德
的
意
義
を
見
出
す
と
い
う
作

業
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
定
の
個
人
に
向
か
っ
て
發
せ
ら
れ
た
一
回
性
の
强
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、
普
遍
的
な
道
德
的
敎
訓

と
す
る
た
め
に
は
詩
の
外
部
に
昇
華
裝
置
が
必
要
と
な
る
。「
兔
罝
」
首
序
が
「
賢
人　

衆
多
な
り
」
と
言
い
、
文
王
の
理
想
の
御
代

を
憧
憬
す
べ
き
と
促
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
昇
華
の
結
果
の
道
德
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
考
え
れ
ば
、
本
章
の
始
め
に
提
起
し
た
、「
出
其
東
門
」
首
序
が
「
亂
を
閔
む
」
と
い
う
の
は
い
っ
た
い
誰
が
閔
む
の
か
、

と
い
う
問
い
に
も
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
嚴
粲
の
解
釋
に
據
れ
ば
、「
出
其
東
門
」
の
語
り
手
は
、
妻
を
思
い
、
自
分
た
ち
の
將
來

に
不
安
を
抱
く
だ
け
で
、
他
人
や
世
を
憐
れ
む
ゆ
と
り
な
ど
持
た
な
か
っ
た
。「
出
其
東
門
」
は
、
ご
く
個
人
的
な
感
情
を
吐
露
す
る
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た
め
に
作
ら
れ
た
詩
で
あ
る
。
し
か
し
、
序
者
で
あ
る
國
史
は
、
あ
る
い
は
こ
の
詩
を
『
詩
經
』
に
編
入
し
た
孔
子
は
、
詩
中
の
人
々
、

亂
世
に
生
き
る
人
々
の
不
幸
に
對
し
憐
れ
み
の
情
を
抱
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
感
情
を
喚
起
し
た
と
い
う
こ
と
に
、
本
詩
の

道
德
的
意
義
を
見
出
し
、
首
序
に
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
本
詩
の
效
用
と
は
、
讀
者
に
亂
世
を
憐
れ
む
と
い
う
感
情
を
起

こ
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
出
其
東
門
」
首
序
の
「
亂
を
閔
む
」
と
は
、
作
者
が
本
詩
に
込
め
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
は
な

く
、
本
詩
の
讀
者
が
起
こ
す
べ
き
、
國
史
や
孔
子
と
同
樣
の
感
情
的
反
應
の
指
針
を
提
示
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

Ⅳ　

詩
篇
の
不
完
全
性
に
つ
い
て
の
ま
と
め

詩
篇
は
本
來
、
ご
く
限
ら
れ
た
人
閒
關
係
の
中
で
の
み
通
じ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
道
具
で
あ
っ
た
、
あ
る
い
は
、
詩
篇
は
本

來
、
作
者
が
出
會
っ
た
個
別
的
な
事
柄
、
作
者
の
個
人
的
な
思
い
を
詠
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
、
こ
の
二
つ
の
認
識
の
い
ず
れ
に
し
て
も
、

詩
篇
は
そ
れ
單
獨
で
は
後
世
の
讀
者
の
た
め
の
存
在
と
は
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
詩
篇
の
不
完
全
性
に
つ
い
て
の
嚴
粲
の
認
識
は
、

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
小
序
と
は
、
そ
の
よ
う
な
缺
陷
を
補
い
、
詩
篇
に
普
遍
的
な
道
德
性
・

敎
訓
性
を
付
與
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
嚴
粲
が
時
に
序
者
の
意
圖
と
聖
人
の
意
圖
を
同
一
視
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
が
あ
る
の
も
不
思
議
で
は
な
い
。

兩
者
と
も
、
詩
人
の
作
詩
の
意
圖
と
は
別
次
元
で
、
詩
篇
か
ら
道
德
的
意
義
を
見
出
し
賦
與
す
る
役
割
を
果
た
す
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
彼
が
小
序
を
注
釋
し
て
た
び
た
び
「
春
秋
の
筆
法
」
に
擬
す
る
の
に
、「
將
仲
子
」
中
で
詩
の
本
文
に
對
し
て
、「
春
秋
は
乃
ち

聖
人
の
褒
貶
の
法
に
し
て
、
變
風
は
乃
ち
國
人
の
諷
諫
の
辭
な
り
、
以
っ
て
竝
論
す
べ
か
ら
ず
」
と
言
い
、
兩
者
を
區
別
し
て
い
る
の

も
、
彼
が
小
序
の
說
く
と
こ
ろ
は
詩
の
本
來
の
趣
旨
と
別
次
元
の
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
の
當
然
の
歸
結
で
あ
る
。
嚴
粲
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に
と
っ
て
詩
は
事
件
の
當
事
者
と
し
て
、
切
迫
し
た
狀
況
へ
對
應
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
對
し
て
、
小
序
は
、
個
別

的
な
事
柄
か
ら
普
遍
的
な
道
德
を
抽
出
す
る
作
業
の
成
果
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、『
春
秋
』
の
史
官
が
果
た
し
た
役
割
に
酷
似
す
る
。

こ
の
事
情
は
、
作
詩
の
意
圖
と
首
序
の
說
と
が
矛
盾
し
な
い
と
嚴
粲
が
考
え
る
大
多
數
の
例
に
お
い
て
も
變
わ
り
な
い
で
あ
ろ
う
。

個
々
の
詩
篇
が
持
っ
て
い
た
個
別
的
な
狀
況
に
つ
い
て
の
道
德
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
、
國
史
に
よ
っ
て
首
序
と
し
て
明
示
さ
れ
、
孔
子
に

よ
っ
て
潤
色
さ
れ
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
人
類
全
體
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
定
着
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
嚴
粲
に
と
っ

て
小
序
は
尊
ぶ
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
同
じ
く
尊
序
の
立
場
に
立
ち
な
が
ら
、
嚴
粲
の
詩
經
學
を
漢
唐
の
詩
經
學
と
明
確
に
區
別
す
る
も
の
で
あ
る
。

漢
唐
詩
經
學
で
は
、
小
序
は
詩
人
の
作
詩
の
意
を
說
明
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
た（

11
（

。
そ
こ
で
は
、
詩
の
内
容
が
詩
敎
と
直
接
結
び
つ

い
て
い
る
と
認
識
さ
れ
、
詩
人
の
意
と
編
詩
者
の
意
と
が
明
確
に
區
別
さ
れ
て
い
な
い（

11
（

。
故
に
詩
人
は
道
德
的
な
思
索
者
・
行
爲
者
、

あ
る
い
は
批
評
者
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
。

嚴
粲
は
、
詩
人
の
作
詩
の
意
と
、
國
史
に
よ
る
首
序
の
說
、
詩
經
を
編
集
し
た
孔
子
の
意
圖
と
い
う
三
者
を
區
別
し
た
。
こ
の
三
者

は
、
歐
陽
脩
が
『
詩
本
義
』「
本
末
論
」
で
提
唱
し
た
「
詩
人
の
意
」「
太
師
の
職（

1（
（

」「
聖
人
の
志
」
に
相
當
す
る
（
な
お
、
後
世
の
經

師
の
手
に
な
る
後
序
は
、「
本
末
論
」
の
「
經
師
の
業
」
に
當
た
る
（。
た
だ
し
、
歐
陽
脩
と
は
異
な
り
、
嚴
粲
は
三
者
に
本
義
（
歐
陽

脩
に
據
れ
ば
、
詩
人
の
意
と
聖
人
の
志
（、
末
義
（
歐
陽
脩
に
據
れ
ば
太
師
の
職
（
の
優
劣
を
付
け
ず
、
國
史
と
孔
子
と
を
詩
篇
を
讀

解
し
、
そ
こ
に
道
德
的
意
義
を
見
出
し
た
者
と
し
て
ま
と
め
、
作
者
と
對
比
的
に
捉
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
歐
陽
脩
以
來
の
詩
の
意
味

の
多
樣
性
に
つ
い
て
の
認
識
を
發
展
さ
せ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

同
じ
く
尊
序
と
は
言
っ
て
も
、
嚴
粲
の
尊
序
が
漢
唐
詩
經
學
と
は
以
上
の
よ
う
に
異
な
る
認
識
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
看

過
す
べ
き
で
は
な
い
。
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Ⅴ　
「
作
者
」
を
重
視
し
た
解
釋
の
諸
相

以
上
の
よ
う
に
、
嚴
粲
は
詩
人
の
意
圖
と
序
者
・
聖
人
の
意
圖
と
は
食
い
違
う
こ
と
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方

は
、
詩
篇
の
解
釋
に
對
し
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
前
提
と
し
て
、
詩
人
、
す
な
わ
ち
詩

篇
の
作
者
に
つ
い
て
の
嚴
粲
の
認
識
を
概
觀
す
る
必
要
が
あ
る
。
第
Ⅰ
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
嚴
粲
が
、
詩
篇
の
作
者
の
存
在
を
重
視

し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
學
に
よ
っ
て
す
で
に
考
察
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
業
績
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
本
稿

の
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
筆
者
な
り
の
視
點
で
整
理
し
て
み
た
い
。

右
に
見
た
よ
う
に
、『
正
義
』
は
「
出
其
東
門
」「
綠
衣
」
を
、
作
者
の
自
述
で
は
な
く
人
か
ら
傳
聞
し
た
事
柄
を
詩
に
詠
っ
た
も
の

と
捉
え
て
い
た
の
に
對
し
て
、
嚴
粲
は
作
者
が
自
分
が
實
際
に
見
た
事
柄
と
自
ら
の
思
い
と
を
詠
っ
た
詩
だ
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
例
は
、
他
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
邶
風
「
谷
風
」
二
章
に
つ
い
て
、
嚴
粲
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。

前
章
で
は
、
も
と
も
と
は
自
分
の
夫
と
年
老
い
る
ま
で
と
も
に
暮
ら
し
た
い
と
望
ん
で
い
た
こ
と
を
詠
っ
た
。
こ
の
第
二
章
で

は
、
自
分
が
棄
て
ら
れ
た
こ
と
を
述
べ
る
。「
私
は
と
ぼ
と
ぼ
と
道
を
行
く
」
と
い
う
の
は
、
立
ち
去
り
が
た
い
と
い
う
氣
持
ち

が
あ
り
、
現
實
が
自
分
の
願
い
に
反
し
て
い
る
こ
と
を
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
上
章
言
本
望
與
其
夫
偕
老
、
此
章
述
其
見
棄
、

言
我
行
道
遲
遲
、
有
不
忍
去
之
意
者
、
念
事
與
心
違
也
（

ま
た
、
同
詩
四
章
で
は
彼
は
端
的
に
、「
棄
て
ら
れ
た
妻
が
そ
の
昔
、
家
を
守
る
こ
と
に
勤
し
ん
だ
事
を
述
べ
る
（
棄
婦
陳
其
往
時
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治
家
勤
勞
之
事
（」
と
言
っ
て
お
り
、
本
詩
を
自
述
詩
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、『
正
義
』
は
自
述
詩
で
は
な
く
、
作

者
が
第
三
者
か
ら
傳
聞
し
た
内
容
を
詠
っ
て
い
る
と
し
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

邶
人
で
本
詩
を
作
っ
た
者
が
〔
女
の
〕
の
言
葉
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
お
そ
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
（
邶
人
爲
詩
得
言
者
、
蓋
從
送
者
言

其
事
、
故
詩
人
得
述
其
意
也
（

朱
熹
も
「
出
其
東
門
」「
綠
衣
」「
谷
風
」
い
ず
れ
も
、
嚴
粲
と
同
じ
く
自
述
詩
と
解
釋
し
た（

11
（

。
嚴
粲
は
同
じ
尊
序
の
立
場
に
立
つ
『
正

義
』
に
は
與
せ
ず
、
か
え
っ
て
小
序
を
重
ん
じ
な
い
朱
熹
の
說
に
與
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
詩
人
が
人
づ
て
の
情
報
を
用
い
て
詩
を
作

っ
た
と
い
う
閒
接
的
な
捉
え
方
を
排
し
、
詩
と
詩
人
と
を
直
接
結
び
つ
け
よ
う
と
い
う
志
向
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
點
で
、
朱
熹
と
嚴

粲
の
閒
に
共
通
性
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
詩
に
は
作
者
の
眞
實
の
思
い
が
み
な
ぎ
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
を
兩
者
と
も

持
っ
て
い
た
こ
と
を
表
す
で
あ
ろ
う
。

嚴
粲
は
、「
見
る
所
に
據
り
て
詩
を
作
る
（
據
所
見
作
詩
（」
と
言
っ
て
、
風
景
・
事
物
な
ど
詩
中
に
詠
わ
れ
て
い
る
事
柄
を
詩
人
が

實
際
に
見
て
い
る
と
考
え
て
解
釋
す
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
も
、
詩
篇
に
對
す
る
作
者
の
存
在
を
重
視
す
る
彼
の
態
度
の
表
れ
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
以
前
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る（

11
（

が
、
こ
こ
で
も
一
例
を
擧
げ
よ
う
。
小
雅
「
漸
漸
之
石
」
卒
章

の
「
豕
い
の
し
し

有
り　

白
き
蹢
ひ
づ
め

（
有
豕
白
蹢
（」
の
句
に
つ
い
て
、
嚴
粲
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

今
武
人
は
戰
場
へ
と
向
か
い
、
白
い
蹄
の
猪
が
群
れ
な
し
て
川
を
渡
る
の
を
見
た
（
今
武
人
行
役
、
見
豕
白
蹢
而
群
然
涉
水
（
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作
者
で
あ
る
武
人（

11
（

が
實
際
に
見
た
光
景
を
詩
に
詠
っ
て
い
る
と
解
釋
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
正
義
』
の
毛
傳
の
疏
通
に
原
型
が
見

え
る
と
は
言
え（

11
（

、
鄭
箋
、
お
よ
び
そ
の
疏
通（

11
（

、
お
よ
び
朱
熹
の
說（

11
（

と
は
異
な
っ
て
い
て
、
嚴
粲
の
獨
自
性
を
示
す
例
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。

嚴
粲
も
、
詩
の
主
人
公
と
詩
人
と
は
異
な
る
存
在
で
あ
る
と
捉
え
て
解
釋
す
る
こ
と
も
多
い
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
で
も
彼
の
詩
人

の
捉
え
方
は
特
徴
的
で
あ
る
。

作
者
の
重
視
は
、
詩
の
虛
構
性
に
つ
い
て
の
認
識
と
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
衞
風
「
考
槃
」
は
、
衞
の
莊
公
に
受
け
入
れ
ら
れ
ず
深

谷
に
隱
れ
住
む
賢
者
の
姿
と
そ
の
思
い
と
を
描
い
た
詩
で
あ
る（

11
（

が
、
嚴
粲
は
こ
の
詩
を
解
釋
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

し
か
し
な
が
ら
、〔
本
詩
各
章
に
〕「
永
く
諼わ
す

れ
じ
と
矢ち
か

ふ
」「
永
く
過
ら
じ
と
矢
ふ
」「
永
く
告
げ
じ
と
矢
ふ
」
と
言
う
の
は
、

や
は
り
賢
者
が
高
潔
に
振
る
舞
い
、
僻
遠
の
地
に
逃
れ
隱
れ
、
そ
こ
で
生
涯
を
終
え
よ
う
と
思
っ
て
い
る
の
を
、
作
者
が
形
容
し

て
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
賢
者
は
自
ら
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
わ
け
で
は
な
い
（
然
永
矢
弗
諼
永
矢
弗
過
、
永
矢
弗
告
、
亦
作
者
形

容
其
高
舉
遠
遯
、
有
終
焉
之
意
耳
。
賢
者
不
自
言
其
如
此
也
（

こ
こ
に
は
、
從
來
の
解
釋
で
は
必
ず
し
も
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
詩
の
主
人
公
で
あ
る
賢
者
と
詩
の
語
り
手
と
の
關
係
に
つ
い

て
說
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
嚴
粲
は
、
隱
者
の
氣
持
ち
を
詠
っ
た
詩
中
の
言
葉
は
、
作
者
が
「
形
容
」
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
。

「
形
容
」
と
い
う
語
は
、
主
人
公
の
人
閒
性
を
描
き
出
す
た
め
に
、
作
者
が
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
描
き
出
し
た
と
い
う
意
味
と
捉
え
ら
れ

る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
は
一
種
の
想
像
力
の
働
き
が
あ
る
。
詩
に
描
か
れ
た
隱
者
の
姿
と
そ
の
思
い
は
、
實
際
の
隱
者
の
そ
れ
を
そ
の

ま
ま
ト
レ
ー
ス
し
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
作
者
が
想
像
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
た
も
の
だ
と
、
嚴
粲
は
考
え
て
い
る（

11
（

。
詩
の
主
人
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公
と
作
者
と
の
位
相
の
違
い
、
あ
る
い
は
兩
者
の
距
離
感
に
對
す
る
關
心
を
そ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
た
し
か

に
本
詩
の
主
人
公
は
深
谷
に
隱
れ
住
む
賢
者
で
あ
る
が
、
嚴
粲
の
解
釋
作
業
で
は
主
人
公
の
姿
を
描
き
出
し
た
作
者
の
存
在
が
强
く
意

識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

嚴
粲
の
解
釋
に
お
け
る
、「
設
言
」

―
詩
中
で
詠
わ
れ
て
い
る
事
實
を
超
越
し
た
虛
構
、
假
構

―
に
對
す
る
關
心
も
こ
れ
と
關

連
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
衞
風
「
河
廣
」
首
章
の
、

誰
謂
河
廣　
　

誰
か
河
を
廣
し
と
謂
ふ

一
葦
杭
之　
　

一
葦
せ
ば
之
を
杭わ
た

ら
ん

誰
謂
宋
遠　
　

誰
か
宋
を
遠
し
と
謂
ふ

跂
予
望
之　
　

跂つ
ま
だ

て
ば　

予　

望の
ぞ

み
な
ん

に
對
し
て
、
嚴
粲
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

〔
宋
の
襄
公
の
母
で
、
實
家
の
衞
に
戻
さ
れ
た
桓
公
〕
夫
人
は
、
義
と
し
て
宋
に
行
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
が
、
そ

れ
を
誰
か
が
宋
は
遠
い
か
ら
と
言
っ
て
、
自
分
が
〔
宋
に
行
く
の
を
〕
邪
魔
し
て
い
る
と
か
り
に
捉
え
て
、
こ
の
よ
う
に
詠
っ
た

の
で
あ
る
。
言
葉
を
作
っ
て
自
ら
を
慰
め
た
の
で
あ
る
（
夫
人
義
不
可
往
宋
而
設
爲
或
人
以
遠
沮
己
已
。
爲
辭
以
解
之
（

從
來
の
解
釋
で
は
、「
誰
か
宋
を
遠
し
と
謂
ふ
」
と
い
う
句
は
單
に
「
宋
は
遠
く
は
な
く
目
と
鼻
の
先
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
反
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語
的
に
言
っ
た
も
の
と
說
明
さ
れ
て
い
た（

11
（

が
、
嚴
粲
は
、
心
か
ら
行
き
た
く
て
た
ま
ら
な
い
の
に
そ
れ
が
叶
わ
な
い
自
分
の
心
の
悶
え

を
表
現
す
る
た
め
に
、
惡
意
の
あ
る
人
閒
が
自
分
を
邪
魔
し
て
行
か
せ
な
い
と
い
う
筋
を
作
者
が
假
構
し
た
と
捉
え
て
い
る
。
作
者
が

そ
の
感
情
を
單
純
に
吐
露
し
た
も
の
と
し
て
詩
を
捉
え
ず
、
感
情
を
ど
の
よ
う
な
表
現
に
結
晶
さ
せ
、
詩
を
言
語
的
構
築
物
と
し
て
成

立
さ
せ
て
い
る
か
と
い
う
關
心
を
も
っ
て
、
嚴
粲
が
解
釋
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

詩
中
に
詠
わ
れ
て
い
る
の
が
作
者
が
實
際
に
見
た
こ
と
で
あ
る
と
い
う
認
識
と
、
作
者
が
假
構
し
た
こ
と
で
あ
る
と
い
う
認
識
、
こ

の
二
つ
の
認
識
は
方
向
こ
そ
異
な
る
が
、
い
ず
れ
も
作
者
の
存
在
を
き
わ
め
て
重
視
し
て
い
る
と
い
う
點
で
共
通
し
て
い
る
。
先
に
見

た
、
詩
を
傳
聞
で
は
な
く
作
者
が
自
分
が
遭
遇
し
た
事
柄
と
そ
こ
で
生
じ
た
思
い
と
を
自
ら
詠
っ
た
も
の
と
捉
え
る
解
釋
の
あ
り
方
に

お
い
て
も
、
作
者
の
存
在
が
强
く
意
識
さ
れ
て
い
た
。
作
者
の
存
在
を
重
視
す
る
と
言
う
こ
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
詩
篇
の
表
現
に
視

點
を
据
え
、
そ
の
表
現
に
ど
の
よ
う
な
作
者
の
意
圖
が
込
め
ら
れ
て
い
る
か
に
解
釋
の
重
點
を
置
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
嚴
粲
の
解
釋
態
度
は
、
毛
詩
大
序
の
解
釋
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
。
毛
詩
大
序
の
、

上
は
以
っ
て
下
を
風
化
し
、
下
は
以
っ
て
上
を
風
刺
す
。
文
を
主
と
し
て
譎
諫
し
、
之
を
言
ふ
者
罪
無
く
、
之
を
聞
く
者
以
っ

て
戒
め
と
す
る
に
足
る
。
故
に
風
と
曰
ふ
（
上
以
風
化
下
、
下
以
風
刺
上
。
主
文
譎
諫
、
言
之
者
無
罪
、
聞
之
者
足
以
戒
。
故
曰

風
（

に
つ
い
て
、
嚴
粲
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
文
を
主
と
す
」
と
は
、
文
辭
を
主
と
す
る
こ
と
を
言
う
。
章
を
な
し
て
歌
う
こ
と
が
で
き
、
人
々
は
そ
の
言
葉
を
玩
味
し
て
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樂
し
む
。
思
う
に
、『
詩
經
』
は
文
を
主
と
し
て
『
春
秋
』
は
事
を
主
と
す
る
。
人
に
そ
の
詩
句
を
玩
味
し
樂
し
ま
せ
た
後
に
、

そ
れ
を
手
が
か
り
に
し
て
、
諷
諫
の
意
を
込
め
る
。
あ
る
い
は
物
に
託
し
、
あ
る
い
は
い
に
し
え
の
理
想
の
御
代
を
詠
っ
て
い
る

が
、
表
現
し
て
い
る
こ
と
と
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
と
が
異
な
っ
て
い
る（

1（
（

。
本
心
を
あ
ら
わ
に
し
な
い
言
葉
に
よ
っ
て
諫
め
は
す
る

が
、
直
接
的
に
そ
の
過
失
を
言
わ
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
を
言
う
も
の
は
罪
せ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
を
聞
く
も
の
は
、
ま

た
自
ら
戒
め
る
に
足
る
（
主
文
者
謂
主
於
文
辭
、
成
章
可
歌
、
使
人
玩
其
辭
而
樂
之
。
蓋
詩
主
文
而
春
秋
主
事
也
。
既
使
人
玩
其

辭
而
樂
之
、
因
以
寓
其
諷
諫
。
或
託
物
或
陳
古
、
言
在
此
意
寓
於
彼
、
詭
辭
以
諫
、
而
不
斥
言
其
失
。
言
之
者
所
以
無
罪
、
聞
之

者
亦
足
自
戒
（

こ
れ
を
、
鄭
箋
・『
正
義
』
と
比
べ
て
み
よ
う
。

「
文
を
主
と
す
」
と
は
、
音
樂
の
音
階
に
あ
い
か
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
譎
諫
」
と
は
婉
曲
的
に
詠
い
、
直
諫
し

な
い
こ
と
で
あ
る
（
主
文
、
主
於
樂
之
宮
商
相
應
也
。
譎
諫
詠
歌
依
違
、
不
直
諫
（	

（
鄭
箋
（

詩
人
が
詩
を
作
る
と
き
に
は
、
心
に
基
づ
き
意
を
主
と
し
、
音
階
に
か
な
っ
た
文
に
よ
っ
て
、
音
樂
に
乘
せ
、
ま
た
閒
接
的
に

譎
諫
し
て
、
主
君
の
過
失
を
直
言
し
な
い
…
…
「
譎
」
と
は
、
だ
ま
す
と
い
う
意
味
で
、
音
樂
に
託
し
閒
接
的
に
諫
め
る
と
い
う

の
は
、
だ
ま
す
と
い
う
意
味
で
あ
る
の
で
こ
れ
を
「
譎
諫
」
と
言
う
の
で
あ
る
（
其
作
詩
也
、
本
心
主
意
、
使
合
於
宮
商
相
應
之

文
、
播
之
於
樂
、
而
依
違
譎
諫
、
不
直
言
君
之
過
失
…
…
譎
者
、
權
詐
之
名
、
託
之
樂
歌
、
依
違
而
諫
、
亦
權
詐
之
義
、
故
謂
之

譎
諫
（	

（
正
義
（
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鄭
箋
と
『
正
義
』
の
「
譎
諫
」
解
釋
は
、
い
か
に
主
君
を
批
判
し
て
そ
の
怒
り
を
回
避
す
る
か
と
い
う
隱
匿
效
果
に
視
點
が
定
め
ら

れ
て
い
る
の
に
對
し
て
、
嚴
粲
の
解
釋
で
は
、
詩
を
い
か
に
魅
力
的
な
も
の
に
す
る
か

―
そ
れ
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
た
も
の
を
喜
ば

せ
る
、
と
い
う
現
實
的
效
果
は
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の

―
と
い
う
、
詩
の
藝
術
性
に
つ
い
て
の
關
心
が
窺
え
る
。
ま
た
「
主
文
」

の
解
釋
に
お
い
て
、
漢
唐
の
詩
經
學
で
は
音
樂
美
の
追
求
に
つ
い
て
の
記
述
と
と
っ
て
い
る
の
に
對
し
て
、
嚴
粲
は
詩
的
表
現
の
追
求

と
捉
え
て
い
る
。
言
語
表
現
の
仕
方
に
こ
そ
詩
の
本
質
が
あ
る
と
い
う
認
識
が
窺
わ
れ
る
。
こ
れ
も
、
嚴
粲
の
詩
經
解
釋
が
、
言
語
表

現
の
裏
に
祕
め
ら
れ
た
作
者
の
意
圖
に
對
し
て
深
い
關
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

作
者
の
存
在
を
重
視
す
る
と
い
う
嚴
粲
の
解
釋
態
度
は
、
朱
熹
の
そ
れ
と
相
似
し
、
正
義
と
隔
た
り
を
も
つ
。「
假
設
」「
設
言
」
と

い
う
認
識
を
本
格
的
に
解
釋
に
利
用
し
た
の
も
、
や
は
り
朱
熹
の
時
代
で
あ
っ
た（
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。
嚴
粲
と
朱
熹
と
の
解
釋
手
法
の
共
通
性
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
我
々
は
、
小
序
に
對
す
る
態
度
の
違
い
を
超
え
て
、
漢
唐
の
詩
經
學
と
差
別
化
さ
れ
る
宋
代
詩
經
學
と
し
て
の

共
通
の
志
向
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
嚴
粲
の
首
序
尊
重
は
、
嚴
粲
の
詩
經
學
が
例
え
ば
朱
熹
と
比
較
し
て
ど
れ
だ
け
退
行
し
て
い
る
か
、
す
な
わ
ち
彼
の
經

學
者
と
し
て
の
守
舊
性
の
表
れ
と
し
て
見
る
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
る
。
彼
が
そ
の
よ
う
な
立
場
を
と
っ
た
學
問
的
必
然
性
と
意
義
は
、

彼
の
詩
篇
解
釋
と
の
關
係
か
ら
、
す
な
わ
ち
首
序
を
尊
重
し
た
こ
と
が
、
作
者
を
重
視
し
詩
篇
の
表
現
を
重
視
し
た
彼
の
解
釋
に
ど
の

よ
う
に
役
立
っ
た
か
と
い
う
視
點
か
ら
考
察
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
に
、
詩
篇
解
釋
に
お
い
て
作
者
の
意
圖
を
重
視

し
た
嚴
粲
が
、
小
序
は
作
者
の
意
圖
で
は
な
く
國
史
・
孔
子
の
意
圖
を
表
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
と
い
う
事
實
が
、
こ
の
問
題
を
考

え
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
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Ⅵ　

嚴
粲
詩
經
學
に
お
け
る
首
序
尊
重
の
意
義

嚴
粲
の
詩
經
學
と
朱
熹
の
そ
れ
と
の
端
的
な
違
い
が
、
尊
序
と
反
序
と
い
う
點
に
求
め
ら
れ
る
の
は
閒
違
い
な
い
。
そ
れ
で
は
、
嚴

粲
は
朱
熹
と
同
じ
く
作
者
の
存
在
を
重
視
す
る
と
い
う
解
釋
態
度
を
持
っ
て
い
た
の
に
、
な
ぜ
小
序
に
對
し
て
朱
熹
と
正
反
對
の
態
度

を
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
詩
經
』
は
儒
學
の
經
典
で
あ
り
、
至
高
の
道
德
的
存
在
で
あ
っ
た
。
歷
代
の
詩
經
學
者
は
誰
も
が
こ
の
こ
と
を
大
前
提
に
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
解
釋
學
を
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
場
合
、
詩
の
道
德
性
の
由
來
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
か
、
に
つ
い
て

自
分
の
立
場
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
か
つ
そ
こ
で
表
明
し
た
自
己
の
立
場
に
詩
篇
の
解
釋
は
支
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
條
件
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
念
頭
に
置
く
な
ら
ば
、
朱
熹
が
『
詩
集
傳
』
に
よ
っ
て
小
序
を
否
定
し
た
後
に
あ
っ
て
、
嚴
粲

が
小
序
を
尊
重
す
る
立
場
を
と
っ
た
こ
と
が
、
解
釋
學
史
的
な
視
點
か
ら
言
っ
て
い
か
な
る
意
義
を
持
っ
て
い
た
か
と
い
う
疑
問
に
も

答
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

嚴
粲
の
理
解
で
は
、
詩
篇
が
人
類
の
道
德
的
陶
冶
に
資
す
る
存
在
と
な
っ
た
の
は
、
あ
く
ま
で
國
史
に
よ
っ
て
序
が
附
さ
れ
、
孔
子

の
審
定
を
經
て
『
詩
經
』
に
編
入
さ
れ
た
時
で
あ
る
。
そ
の
時
に
、
本
來
個
別
的
な
事
柄
を
詠
い
、
個
人
的
な
感
情
を
吐
露
す
る
た
め

に
作
ら
れ
た
詩
篇
に
普
遍
的
意
義
が
賦
與
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
筆
者
は
前
稿
で
、
朱
熹
の
注
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

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（
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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
、
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共
感
か
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（
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第
Ⅲ
章
で
、「
出
其
東
門
」
首
序
の
「
亂
を
閔
む
」
は
こ
の
詩
を
讀
ん
だ
者
が
抱
く
べ
き
思
い
を
提
示
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な

る
と
述
べ
た
が
、
首
序
が
讀
者
が
起
こ
す
べ
き
道
德
的
な
反
應
を
提
示
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
朱
熹
の
注
と
同
樣
の
役
割
を
持

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
も
、
朱
熹
と
嚴
粲
と
の
詩
經
解
釋
學
上
の
影
響
關
係
が
想
定
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
同
時
に
、

こ
こ
か
ら
兩
者
の
認
識
の
違
い
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

朱
熹
の
詩
經
解
釋
は
、
基
本
的
に
讀
者
が
詩
篇
に
對
し
て
一
樣
な
感
情
的
反
應
を
起
こ
す
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
彼

の
淫
詩
說
は
、
讀
者
が
詩
の
内
容
と
作
者
に
對
し
て
必
ず
嫌
惡
感
を
抱
く
こ
と
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
も
の
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
讀
者
が
朱
熹
と
同
樣
の
理
想
の
讀
者
で
な
け
れ
ば
、
朱
熹
の
考
え
る
詩
敎
は
實
現
さ
れ
得
な
い
。
こ
れ
は
フ
ィ
ク
シ

ョ
ナ
ル
な
考
え
方
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
朱
熹
の
詩
經
學
は
、
讀
者
に
主
體
的
な
讀
解
と
思
索
を
求
め
な
が
ら
、
現
實
に
は
彼
の
解

釋
に
從
っ
て
詩
を
讀
解
す
る
こ
と
を
强
制
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
理
念
と
現
實
と
の
閒
に
齟
齬
が
あ
る
。

そ
れ
に
對
し
て
、
首
序
を
尊
重
す
る
嚴
粲
の
詩
經
學
に
お
い
て
は
、
詩
の
敎
育
的
作
用
は
一
に
首
序
に
從
う
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
る
。

讀
者
は
、
詩
に
外
付
け
さ
れ
た
首
序
の
說
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
詩
の
狀
況
を
讀
解
の
要
素
に
加
え
、
ま
た
詩
篇
か
ら
ど
の
よ
う
な

道
德
的
意
義
を
讀
み
取
る
べ
き
か
の
指
針
を
得
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
詩
篇
の
内
容
そ
れ
自
體
に
對
し
て
は
、
讀
者
が
一
樣
な
反
應
を

起
こ
す
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
な
い（
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。
尊
序
の
立
場
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
朱
熹
が
陷
っ
た
難
局
を
廻
避
し
て
い
る
。

反
序
と
尊
序
は
、
宋
代
詩
經
學
を
二
分
す
る
解
釋
態
度
と
し
て
、
水
と
油
の
よ
う
に
完
全
に
相
容
れ
な
い
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
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こ
と
が
多
い

―
こ
れ
は
、『
集
傳
』
に
は
小
序
の
說
に
基
づ
い
て
解
釋
を
行
っ
た
例
が
は
な
は
だ
多
く
、
實
際
上
は
朱
熹
は
小
序
に

强
く
依
存
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
と
は
別
の
問
題
で
あ
る

―
。
少
な
く
と
も
解
釋
理
念
と
し
て
の
反
序
と
尊
序
は
、
相
容
れ
な
い
對

立
項
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
、
尊
序
に
對
し
て
は
そ
の
學
問
的
保
守
性
を
强
調
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
反
序
と
尊

序
と
を
そ
の
よ
う
に
對
立
の
相
で
の
み
見
る
の
は
、
ま
た
進
歩
的
か
停
滯
的
か
と
い
う
相
で
の
み
見
る
の
は
、
問
題
を
單
純
化
し
た
も

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

上
述
し
た
よ
う
に
、
朱
熹
と
嚴
粲
の
詩
經
學
の
態
度
に
は
共
通
項
が
多
い
。
特
に
、
朱
熹
も
嚴
粲
と
同
樣
、
作
者
の
存
在
を
强
く
意

識
し
、
詩
を
作
詩
の
場
に
還
元
し
て
解
釋
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
宋
代
詩
經
學
者
が
共
有
し
て
い
た
學
問
的
志
向
の
表
れ
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。
し
か
し
、
朱
熹
は
、『
詩
經
』
の
詩
篇
は
道
德
的
敎
化
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
儒
敎
的
詩
經
觀
に
則
り
つ
つ
、
小

序
を
排
し
て
獨
自
の
目
で
詩
篇
を
解
釋
し
よ
う
と
し
た
。
詩
篇
と
讀
者
と
の
閒
を
取
り
結
ぶ
仲
介
者
を
設
定
し
な
い
以
上
、
讀
者
が
讀

み
取
る
べ
き
意
味
は
詩
篇
に
明
示
的
に
表
現
さ
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い（
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。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
詩
自
體
か
ら
道
德
性
を
（
淫
詩
に

お
い
て
は
逆
に
徹
底
的
な
不
道
德
性
を
（
讀
み
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
解
釋
上
の
拘
束
を
自
ら
に
課
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。
詩
の
作
者
を
重
視
し
な
が
ら
、
彼
の
考
え
る
作
者
（
あ
る
い
は
詩
篇
の
主
人
公
（
は
道
德
的
で
あ
る
か
、
淫
詩
に
お
い
て
は
不
道

德
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
、
道
德
に
關
わ
ら
な
い
行
爲
を
し
た
り
感
情
を
吐
露
し
た
り
す
る
人
物
は
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

對
し
て
傳
統
的
な
尊
序
の
立
場
に
身
を
置
い
た
嚴
粲
は
、
首
序
を
尊
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
道
德
的
意
義
の
源
泉
を
首
序
に
還
元
す
る
こ

と
が
で
き
、
詩
の
内
容
自
體
に
必
ず
し
も
道
德
的
意
義
を
求
め
な
く
と
も
す
む
よ
う
に
な
る
。
詩
中
の
主
人
公
や
詩
の
語
り
手
の
行
爲

や
感
情
と
、
道
德
的
意
義
と
は
同
じ
で
は
な
く
、
詩
の
内
容
と
詩
敎
と
の
閒
に
一
つ
の
段
階

―
突
き
詰
め
れ
ば
孔
子
の
目

―
が
存

在
す
る
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
詩
を
道
德
的
に
合
致
す
る
よ
う
解
釋
す
る
と
い
う
制
約
か
ら
解
放
さ
れ
、
詩
の
解
釋
の
可
能
性
を

擴
大
す
る
こ
と
が
で
き
、
詩
篇
解
釋
に
お
い
て
作
者
の
表
現
を
追
求
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
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た
そ
れ
に
よ
っ
て
、
詩
を
作
詩
の
現
場
に
復
歸
さ
せ
、
そ
こ
で
の
個
別
性
、
一
回
性
を
追
求
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
結
果
的
に
朱

熹
以
上
に
作
者
を
重
視
し
た
解
釋
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

前
章
ま
で
に
檢
討
し
た
、
嚴
粲
が
首
序
と
詩
の
内
容
と
が
食
い
違
っ
て
い
る
と
言
う
例
を
見
直
す
と
、
そ
こ
で
提
出
さ
れ
た
解
釋
に

は
、
作
者
の
存
在
を
意
識
し
、
そ
の
表
現
意
圖
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
志
向
が
見
ら
れ
る
。「
將
仲
子
」
で
は
、
作
者
が
主
君
を
諫

め
る
た
め
に
戰
略
的
な
假
設
を
用
い
て
い
る
と
解
釋
さ
れ
て
い
た
。「
出
其
東
門
」
で
は
、
自
分
た
ち
の
平
穩
な
生
活
を
守
る
こ
と
に

懸
命
で
他
人
の
不
幸
を
閔
む
い
と
ま
が
な
い
と
い
う
、
亂
世
の
過
酷
な
狀
況
に
生
き
る
人
閒
の
心
理
を
、「
綠
衣
」
で
は
夫
に
棄
て
ら

れ
た
妻
の
ひ
た
す
ら
な
悲
し
み
を
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
に
讀
み
取
っ
て
い
た
。「
兔
罝
」
で
は
、
作
者
が
優
れ
た
人
物
を
目
の
當
た
り
に
し

て
抱
い
た
感
想
が
描
か
れ
て
い
る
と
說
明
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
讀
解
は
、
詩
敎
と
し
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
發
信
は
も
っ
ぱ
ら
首
序
が

擔
っ
て
い
て
、
か
つ
そ
れ
は
序
者
や
孔
子
に
よ
っ
て
與
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
詩
人
の
作
詩
の
意
圖
は
そ
れ
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
に

あ
る
と
い
う
認
識
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
詩
に
お
い
て
は
、
道
德
的
な
意
義
の
讀
み
取
り

は
一
に
首
序
に
從
う
と
い
う
態
度
を
と
っ
た
こ
と
が
、
詩
篇
の
解
釋
に
お
い
て
作
者
や
そ
の
表
現
意
圖
を
重
視
す
る
こ
と
と
つ
な
が
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
小
序
を
尊
崇
す
る
と
は
言
っ
て
も
、
嚴
粲
は
蘇
轍
の
小
序
觀
を
繼
承
し
、
尊
崇
の
對
象
を
孔
子
の
審
定
を
經
て
い
る
と
彼

が
考
え
る
首
序
の
み
と
し
、
後
序
は
後
世
の
經
師
の
敷
衍
の
文
章
で
あ
る
と
考
え
そ
の
對
象
と
は
し
な
か
っ
た
が
、
そ
の
意
義
も
同
じ

方
向
か
ら
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
蘇
轍
の
詩
序
觀
と
詩
經
解
釋
の
關
係
に
つ
い
て
以
前
考
察
し
た（
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（

こ
と
が
、
嚴

粲
に
も
當
て
は
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
後
序
を
尊
崇
の
對
象
か
ら
外
し
た
こ
と
で
、
準
據
す
べ
き
詩
序
の
規
定
は
、
き
わ
め
て
シ
ン
プ
ル

な
も
の
と
な
り
、
解
釋
の
餘
地
が
大
い
に
あ
る
も
の
と
な
っ
た
。
詩
篇
の
道
德
的
意
義
の
主
體
た
る
首
序
を
、
さ
ら
に
ど
の
よ
う
に
解

釋
す
る
か
は
嚴
粲
自
身
の
考
え
に
任
さ
れ
る
よ
う
に
し
た
こ
と
で
、
結
果
的
に
詩
篇
の
解
釋
の
自
由
度
を
廣
げ
る
こ
と
が
で
き
た（

11
（

。
彼
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作者の意圖から國史と孔子の解説へ

が
首
序
の
み
を
尊
崇
し
た
こ
と
は
、
そ
の
經
學
的
理
由
は
さ
て
お
き
、
解
釋
の
自
由
度
を
廣
げ
る
た
め
の
機
能
主
義
的
な
選
擇
と
捉
え

る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
詩
經
は
風
敎
の
た
め
の
存
在
で
あ
る
と
い
う
大
前
提
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
儒
敎
と
し
て
の
詩

經
學
に
お
い
て
は
、
尊
序
は
む
し
ろ
、
詩
篇
の
多
樣
な
解
釋
を
可
能
に
す
る
働
き
が
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
序
に
從
う
と

い
う
の
は
、
一
見
自
ら
の
目
で
詩
經
を
解
釋
す
る
こ
と
を
放
棄
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
嚴
粲
の
尊
序
が
漢
唐
の
そ
れ
か

ら
變
化
し
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
彼
は
首
序
の
説
は
作
者
の
意
圖
と
は
位
相
が
異
な
る
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
お
り
、

彼
に
と
っ
て
首
序
の
役
割
は
、
作
詩
の
意
圖
を
傳
え
る
も
の
か
ら
、
讀
詩
の
方
向
性
を
示
す
も
の
へ
と
變
化
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

認
識
に
立
っ
た
上
で
、
首
序
に
從
う
な
ら
ば
、
道
德
的
意
義
を
序
に
託
す
と
い
う
選
擇
肢
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
道
德
的
意
義

は
詩
に
外
付
け
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
詩
篇
を
解
釋
す
る
場
合
に
は
道
德
性
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
行
う
こ
と
が
で

き
る
。
す
な
わ
ち
、
詩
篇
を
自
由
に
解
釋
す
る
可
能
性
は
、
む
し
ろ
反
序
の
立
場
に
立
つ
朱
熹
よ
り
大
き
く
な
る
。
黃
忠
愼
氏
は
、

殘
念
な
こ
と
に
、
す
べ
て
の
讀
者
が
作
品
世
界
に
浸
り
、
玩
味
し
、
體
得
し
た
詩
の
意
味
が
い
ず
れ
も
同
じ
か
相
似
て
い
た
も

の
に
な
る
こ
と
を
擔
保
す
る
た
め
に
、
嚴
粲
が
提
出
し
た
解
決
方
法
は
、
な
ん
と
讀
者
に
「
首
序
」
の
信
賴
性
を
自
覺
さ
せ
、
そ

れ
が
述
べ
て
い
る
方
向
に
讀
者
が
作
品
を
熟
讀
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
提
案
は
人
々
が
頭
を
痛
め
た
問
題
を
單
純
化

す
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
同
時
に
『
詩
緝
』
の
文
學
性
を
經
學
臭
に
よ
っ
て
覆
い
隱
す
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
さ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
（
可
惜
的
是
、
爲
了
確
保
每
一
個
讀
者
所
涵
泳
、
玩
味
、
體
會
的
詩
意
都
相
同
或
相
似
、
嚴
粲
提
出
的
解
決
方
案
居
然
是

提
醒
讀
者
「
首
序
」
的
可
靠
性
、
要
讀
者
朝
此
方
向
去
涵
泳
、
此
一
建
議
固
然
將
擾
人
的
問
題
簡
單
化
、
卻
又
使
得
《
詩
緝
》
的

文
學
性
不
免
爲
經
學
氣
味
所
掩
了
（
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と
言
う（
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。
讀
者
そ
れ
ぞ
れ
の
讀
解
行
爲
を
想
定
し
た
上
で
、
詩
敎
を
實
現
す
る
た
め
に
、
首
序
に
從
う
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
嚴
粲
が

考
え
た
と
い
う
指
摘
は
卓
見
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
朱
熹
の
廢
序
が
現
實
に
は
困
難
に
陷
っ
た
こ
と
を
考
え
る

な
ら
ば
、
む
し
ろ
黃
氏
の
結
論
と
は
逆
の
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

宋
代
詩
經
學
は
、
作
者
の
表
現
意
圖
を
重
視
し
た
解
釋
を
行
う
と
い
う
共
通
の
志
向
性
を
持
っ
て
い
て
、
小
序
の
く
び
き
か
ら
脫
す

る
こ
と
は
そ
れ
を
實
現
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
は
同
時
に
詩
は
道
德
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
も
立
っ
て
い

た
。
朱
熹
は
小
序
を
否
定
し
た
た
め
に
、
こ
の
兩
者
の
衝
突
に
よ
っ
て
解
釋
の
隘
路
に
嵌
ま
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
嚴
粲
は
こ
の
よ
う

な
流
れ
を
承
け
て
、
再
び
小
序
を
見
直
し
そ
こ
に
新
た
な
性
格
を
賦
與
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
詩
經
解
釋
の
難
所
を
切
り
拔
け
よ
う
と

し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、
反
序
と
尊
序
と
は
互
い
に
依
存
し
補
完
し
合
う
關
係
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

嚴
粲
が
朱
熹
以
後
に
あ
っ
て
尊
序
の
立
場
を
と
っ
た
の
は
、
詩
篇
の
眞
の
意
義
を
追
求
す
る
た
め
の
合
理
的
な
選
擇
だ
っ
た
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
嚴
粲
の
尊
序
は
、
む
し
ろ
朱
熹
の
目
指
し
た
詩
經
解
釋
の
方
法
を

よ
り
發
展
さ
せ
る
た
め
に
機
能
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
嚴
粲
が
そ
の
よ
う
な
解
釋
戰
略
に
立
っ
て
、
自
覺
的

に
尊
序
と
い
う
立
場
を
選
擇
し
た
と
ま
で
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
結
果
的
に
は
彼
の
尊
序
の
態
度
は
、
朱
熹
以
後
に
あ
っ

て
、
そ
の
よ
う
な
解
釋
上
の
優
位
性
を
與
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
機
能
的
な
側
面
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

南
宋
詩
經
學
に
お
い
て
、
尊
序
が
持
續
し
た
の
は
、
儒
學
上
の
信
念
の
問
題
と
い
う
以
上
に
、
解
釋
學
史
的
な
必
然
性
を
持
っ
て
い
た

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
扱
っ
た
、
詩
の
本
文
が
作
者
の
意
圖
を
十
全
に
表
し
て
お
ら
ず
、
序
が
情
報
を
補
完
す
る
こ
と
で
始
め
て
十
分
な
解
釋
に
至

る
と
い
う
ケ
ー
ス
、
詩
人
の
意
圖
と
相
異
な
る
次
元
の
道
德
的
意
義
を
序
者
・
孔
子
が
見
出
し
た
ケ
ー
ス
、
こ
の
二
つ
は
第
Ⅰ
章
で
述

べ
た
よ
う
に
、『
詩
緝
』
全
體
か
ら
見
れ
ば
少
數
で
あ
る
。
多
く
は
詩
人
の
意
と
首
序
の
說
が
合
致
し
て
い
る
と
と
り
、
詩
人
が
道
德
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作者の意圖から國史と孔子の解説へ

的
意
圖
を
持
っ
て
詩
を
作
っ
た
と
解
釋
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
本
稿
の
分
析
は
、
嚴
粲
の
詩
經
解
釋
の
ご
く
一
部
を
切
り
取
っ

た
に
す
ぎ
な
い
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
首
序
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
解
釋
す
る
可
能
性
を
開
き
、

嚴
粲
が
總
體
的
に
自
由
な
立
場
で
解
釋
を
す
る
餘
地
を
作
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
問
題
は
嚴
粲
の
詩
經
學
全
體
に
關
わ
る
。
本
稿

で
分
析
し
た
、
詩
人
の
意
と
首
序
の
說
と
の
關
係
は
、
嚴
粲
の
詩
經
學
を
考
え
る
上
で
無
視
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。

注（
1
（
黃
忠
愼
『
嚴
粲
詩
緝
新
探
』（
文
史
哲
學
集
成
、
臺
灣
、
文
史
哲
出
版
社
、
二
〇
〇
八
（
で
は
、
嚴
粲
の
生
年
を
一
一
九
七
年
と
す
る
が
、

惜
し
む
ら
く
は
そ
の
根
據
を
示
し
て
い
な
い
。
故
に
本
稿
で
は
、
し
ば
ら
く
諸
家
に
從
い
、
生
卒
年
不
詳
と
す
る
。

（
（
（
臺
灣
・
廣
文
書
局
據
味
經
堂
刊
本
影
印
本
、
一
九
七
〇
再
版
本
を
用
い
た
。

（
（
（
周
東
亮
「《
詩
緝
》
的
成
書
時
閒
及
其
『
以
詩
解
《
詩
》』」（『
西
南
交
通
大
學
學
報
（
社
會
科
學
版
（、
第
十
三
卷
第
一
期
、
二
〇
一
二
・

一
（。

（
（
（
代
表
的
な
評
價
と
し
て
、『
四
庫
全
書
總
目
提
要
』
經
部
・
詩
類
一
の
「
詩
緝
三
十
六
卷
提
要
」
の
「
宋
代
說
詩
之
家
、
與
呂
祖
謙
書
竝

稱
善
本
。
其
餘
莫
得
而
鼎
立
。
良
不
誣
矣
」
が
常
に
擧
げ
ら
れ
る
。

（
（
（
黃
氏
前
掲
書
。

（
（
（
注
（
（
（（
（
（
以
外
に
、
筆
者
が
目
睹
し
た
も
の
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

・
周
東
亮
・
金
生
揚
「
論
江
湖
詩
人
嚴
粲
生
平
及
其
學
術
」（『
重
慶
科
技
學
院
學
報
（
社
會
科
學
版
（、
二
〇
〇
八
、
第
二
期
（。

・
熊
祥
軍
・
任
菊
「
論
嚴
粲
《
詩
緝
》
的
以
《
詩
》
言
《
詩
》」（『
昭
通
師
範
高
等
專
科
學
校
學
報
』
第
三
二
卷
第
六
期
、
二
〇
一
〇
・

十
二
（。

・
熊
祥
軍
・
任
菊
「
論
嚴
粲
《
詩
緝
》
的
文
學
思
想
」（『
語
文
學
刊
』
二
〇
一
二
、
第
六
期
（。

・
宋
均
芬
「《
詩
緝
》
概
述
研
究
」（『
漢
字
文
化
』（
二
〇
一
二
、
第
三
期
、
總
第
一
〇
七
期
（。
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・
宋
均
芬
「《
詩
緝
》（
明
味
經
堂
刻
本
（
音
注
存
在
的
文
字
問
題
考
校
（
上
（」（『
漢
字
文
化
』、
二
〇
〇
八
、
第
一
期
、
總
八
一
期
（

な
ど
が
あ
る
。
他
に
、
戴
維
『
詩
經
研
究
史
』（
湖
南
敎
育
出
版
社
、
二
〇
〇
一
（、
洪
湛
侯
『
詩
經
學
史
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇

二
（、
郝
桂
敏
『
宋
代
《
詩
經
》
文
獻
研
究
』（
中
國
社
會
科
學
出
版
社
、
二
〇
〇
六
（
の
該
當
部
分
も
參
考
に
し
た
。

ま
た
、
臺
灣
の
修
士
論
文
に
、

・
李
莉
褒
「
嚴
粲
《
詩
緝
》
之
研
究
」（
國
立
中
興
大
學
中
國
文
學
系
研
究
所
碩
士
論
文
、
一
九
九
七
（

・
程
克
雅
「
朱
熹
、
嚴
粲
二
家
比
興
釋
《
詩
》
體
系
比
較
及
其
意
義
」（
國
立
中
央
大
學
中
國
文
學
研
究
所
、
一
九
九
一
（

の
二
篇
、
大
陸
碩
士
論
文
に
、

・
李
錦
英
「
嚴
粲
《
詩
緝
》
研
究
」（
二
〇
一
一
年
、
第
三
期
（

の
一
篇
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
全
文
は
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、「
摘
要
」
の
み
し
か
見
ら
れ
な
か
っ
た
（
臺
灣
の
二

篇
は
、
臺
灣
博
碩
士
論
文
知
識
加
値
系
統
、http://ndltd.ncl.edu.tw

/

、
閲
覽
日
、（01（/1（/（（

、
大
陸
の
一
篇
は
、
Ｃ
Ｎ
Ｋ
Ｉ
、

中
國
優
秀
碩
士
學
位
論
文
全
文
數
據
庫
、http://gb.oversea.cnki.net/kcm

s/

、
閲
覽
日
、（01（/1（/（（

（。

（
（
（
黃
氏
前
掲
書
、
第
四
章
「
嚴
粲
《
詩
緝
》
的
以
文
學
說
《
詩
》
及
其
在
經
學
史
上
的
意
義
」
に
詳
し
く
考
察
さ
れ
て
い
る
の
を
參
照
。

（
（
（
黃
氏
前
掲
書
、
第
一
章
「
嚴
粲
《
詩
緝
》
的
解
經
態
度
與
方
法
及
其
在
經
學
史
上
的
意
義
」（
一
（「《
詩
》
敎
的
特
質
」
を
參
照
。

（
（
（
黃
忠
愼
氏
は
、「
經
過
實
際
的
統
計
、
我
們
已
經
確
定
《
詩
緝
》
所
引
『
朱
氏
曰
』
遠
多
於
『
呂
氏
曰
』、『《
詩
記
》
曰
』」
と
言
い
、
そ

の
注
に
、「《
詩
緝
》
引
朱
子
之
解
共
計
五
七
七
處
、
引
呂
氏
之
言
則
僅
一
七
五
處
」
と
述
べ
（
黃
氏
前
掲
書
一
二
二
頁
（、
さ
ら
に
詳
細

な
「
嚴
粲
《
詩
緝
》
引
朱
子
與
呂
祖
謙
之
次
數
統
計
表
」
に
よ
っ
て
そ
れ
を
證
明
し
て
い
る
（
同
、
一
七
一
頁
（。

（
10
（
例
え
ば
、
郝
桂
敏
氏
が
「
這
說
明
嚴
粲
解
詩
既
受
到
當
時
從
文
學
角
度
解
詩
風
氣
的
影
響
、
又
能
堅
守
《
小
序
》
之
說
」（
郝
氏
前
掲
書

六
五
頁
（
と
言
う
の
を
、
こ
の
例
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
11
（
例
え
ば
、
黃
忠
愼
氏
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

不
過
、
若
以
新
派
、
舊
派
的
二
分
法
來
區
隔
宋
代
的
研
《
詩
》
學
家
、
嚴
粲
屬
於
「
舊
中
帶
新
」
者
、「
舊
中
帶
新
」
依
然
是
舊
、

加
以
他
對
《
詩
序
》
首
句
全
盤
接
受
、
詩
旨
的
理
解
已
先
被
說
敎
型
的
舊
說
侷
限
住
、
則
其
以
文
學
說
《
詩
》
的
格
局
與
氣
象
自
然
不
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可
能
太
大
、
則
已
是
預
料
中
事
了
。（
黃
氏
前
揭
書
一
一
八
頁
（

（
1（
（『
詩
緝
』
陳
風
「
東
門
之
枌
」
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

首
序
之
源
流
甚
遠
。
方
作
詩
之
時
、
非
國
史
題
其
事
於
篇
端
、
雖
孔
子
無
由
知
之
。
或
欲
併
首
序
盡
去
之
、
不
可
也
。
古
說
相
傳
猶

不
之
信
、
千
載
之
下
、
一
一
以
胸
臆
決
之
、
難
矣
…
…
首
序
未
易
盡
去
也
。

（
1（
（『
詩
緝
』
陳
風
「
東
門
之
枌
」
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

後
序
附
益
講
師
之
說
。
時
有
失
詩
之
意
者
、
一
斷
之
以
經
可
也
。

（
1（
（
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
の
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
（、「
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

―
」（
慶
應
義
塾
大
學
日
吉
紀
要
『
中
國
研
究
』
第
四
號
、
二
〇
一

一
（
參
照
。

（
1（
（
黃
氏
前
掲
書
三
〇
頁
。

（
1（
（
同
右
。

（
1（
（
郝
氏
前
掲
書
六
五
頁
參
照
。

（
1（
（
郝
氏
前
掲
書
六
四
頁
な
ど
。

（
1（
（
淫
詩
説
を
否
定
し
た
端
的
な
發
言
と
し
て
、
例
え
ば
、『
詩
緝
』、
陳
風
「
株
林
」
序
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

變
風
多
男
女
之
詩
、
或
疑
似
後
世
艷
曲
、
聖
人
宜
刪
之
、
非
也
。
刺
淫
之
詩
非
淫
者
自
作

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
乃
詩
人
作
詩
譏
刺
其
如
此

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
所
謂
思
無

邪
也
。
聖
人
存
之
以
立
敎
、
使
後
世
知
爲
不
善
於
隱
微
之
地
、
人
得
而
知
之
。
惡
名
播
於
無
窮
而
不
可
湔
洗
、
欲
其
戒
謹
恐
懼
也
。
讀

詩
者
能
無
邪
爾
思
則
凜
然
見
聖
人
立
敎
之
嚴
矣
。

た
だ
し
、
例
外
と
考
え
ら
れ
る
例
も
あ
る
。『
詩
緝
』、
鄭
風
「
溱
洧
」
卒
章
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

鄭
衞
皆
淫
聲
、
孔
子
獨
先
於
鄭
。
今
鄭
之
淫
詩
顧
少
於
衞
何
也
。
詩
之
見
在
者
孔
子
所
存
以
爲
世
戒
也
。
聖
筆
所
刪
多
矣
。
言
鄭
聲

淫
者
、
舉
其
大
體
言
之
。
不
繫
今
詩
之
多
寡
、
不
必
盡
黜
國
史
所
體
例
目
之
爲
男
女
之
詩
、
以
求
合
於
鄭
聲
淫
之
說
也



（（

こ
れ
に
據
れ
ば
、
嚴
粲
は
原
理
的
に
は
『
詩
經
』
中
に
淫
詩
が
存
在
し
得
る
こ
と
を
認
め
、
そ
れ
が
見
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
孔
子
が
『
詩
經
』
を
編
纂
す
る
に
あ
た
っ
て
淫
詩
を
排
除
し
た
た
め
だ
と
考
え
て
い
る
。
鄭
風
「
東
門
之
墠
」
小
序
「
刺
亂
也
。
男

女
有
不
待
禮
而
相
奔
也
」
に
つ
い
て
、

丰
、
東
門
之
墠
、
溱
洧
三
詩
、
皆
以
鄭
亂
之
故
、
男
女
不
正
、
故
皆
曰
刺
亂
也
。
出
其
東
門
言
閔
亂
亦
此
義
。

と
言
い
、
首
章
に
つ
い
て
、

東
門
有
墠
、
其
墠
之
外
有
阪
、
茹
藘
之
草
生
焉
。
此
男
子
所
居
之
處
也
。
女
欲
奔
之
而
未
遂
、
故
言
其
室
則
近
、
不
難
至
也
。
人
甚

遠
、
未
得
就
之
也
。

と
言
い
、
二
章
に
つ
い
て
、

女
欲
奔
而
而
得
、
望
男
之
就
己
也
。

と
言
う
の
を
見
る
と
、
嚴
粲
は
本
詩
を
自
述
詩
と
捉
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
彼
は
本
詩
を
淫
詩
と
み
な
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
。

（
（0
（
な
お
、
行
論
の
便
宜
上
、
嚴
粲
の
解
釋
に
從
い
、
詩
が
特
定
の
事
件
・
人
物
を
詠
っ
た
も
の
と
し
て
記
述
し
た
。
そ
れ
が
實
際
に
そ
の

事
件
・
人
物
を
詠
っ
た
詩
な
の
か
否
か
と
い
う
考
證
は
、
本
稿
で
は
行
わ
な
い
。

（
（1
（
た
だ
し
、
朱
熹
は
「
叔
于
田
」
に
つ
い
て
、「
或
疑
此
亦
民
閒
男
女
相
說
之
辭
也
」
と
、
本
詩
が
淫
詩
で
あ
る
可
能
性
も
示
唆
し
て
い
る

が
、
本
稿
で
は
こ
れ
を
取
り
上
げ
な
い
。

（
（（
（
あ
わ
せ
て
、
前
掲
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
（
第
Ⅵ
節
に
お
い
て
、
嚴
粲
の
本
詩
解
釋
を
分
析
し
て
い
る
の
を
參
照
の
こ
と
。

（
（（
（
た
だ
し
筆
者
は
、
嚴
粲
が
詩
序
を
「
春
秋
の
筆
法
」
に
擬
え
て
說
明
す
る
こ
と
が
常
に
誤
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
例

え
ば
、
鄭
風
「
有
女
同
車
」
首
序
の
「『
有
女
同
車
』
は
、
忽
を
刺
る
也
（
有
女
同
車
、
刺
忽
也
（」
に
對
し
て
『
詩
緝
』
が
次
の
よ
う
に

言
う
の
は
、
言
語
表
現
の
特
徴
か
ら
著
者
の
意
圖
を
推
し
量
る
と
い
う
「
春
秋
の
筆
法
」
を
正
し
く
捉
え
て
、
そ
れ
に
擬
え
た
も
の
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
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彼
ら
が
、
最
終
的
に
國
を
追
わ
れ
た
り
、
一
端
亡
命
し
て
か
ら
改
め
て
國
守
と
し
て
歸
國
し
た
こ
と
を
理
由
に
し
て
、
詩
序
は
い
ず

れ
も
「
鄭
伯
」
と
稱
せ
ず
、
本
詩
の
首
序
で
は
「
忽
」
と
言
い
、「
擊
鼓
」
で
は
「
州
吁
」
と
稱
し
、「
墓
門
」
で
は
「
陳
佗
」
と
稱
し

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
ず
れ
も
春
秋
の
書
法
を
用
い
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
首
序
が
孔
子
の
手
を
經
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
（
以
其
終
失
國
、
出
入
、
皆
不
稱
鄭
伯
、
此
首
序
稱
忽
、
擊
鼓
稱
州
吁
、
墓
門
稱
陳
佗
、
皆
用
春
秋
書
法
、
知
經
聖
人
之
手
矣
（

（
（（
（「
椒
聊
」
首
序
に
、「『
椒
聊
』
は
、
晉
の
昭
公
を
刺
っ
た
も
の
で
あ
る
（
椒
聊
刺
晉
昭
公
也
（」
と
言
う
が
、
詠
わ
れ
て
い
る
内
容
は
、

小
序
二
句
以
下
に
、「
君
子
は
沃
が
强
勢
で
、
政
治
を
よ
く
治
め
て
い
る
の
を
見
、
そ
れ
が
今
後
も
勢
力
を
擴
大
し
盛
大
に
な
り
、
そ
の

子
孫
が
晉
國
を
自
分
の
も
の
に
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
こ
と
を
知
っ
た
（
君
子
見
沃
之
盛
彊
、
能
脩
其
政
、
知
其
蕃
衍
盛
大
、
子
孫
將
有

晉
國
焉
（」
と
言
う
よ
う
に
、
桓
叔
の
治
政
を
詠
っ
て
い
て
、
昭
公
に
對
す
る
風
刺
の
言
は
表
れ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
嚴
粲
は
首
序
の

正
し
さ
を
主
張
し
て
、

こ
の
詩
は
、
桓
叔
の
强
さ
を
詠
い
昭
公
に
言
及
し
て
い
な
い
。
そ
の
意
圖
は
、
昭
公
の
弱
さ
を
憂
え
る
こ
と
に
あ
り
、
桓
叔
を
主
眼

と
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
（
此
詩
言
桓
叔
之
彊
而
不
及
昭
公
。
其
意
則
憂
昭
公
之
弱
而
非
主
桓
叔
（

（
（（
（
作
詩
の
意
圖
を
十
全
に
傳
え
る
に
は
、
詩
の
み
で
は
不
完
全
で
、
そ
れ
を
補
う
も
の
が
小
序
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
錢
志

熙
氏
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
。「
從
歌
謠
的
體
制
看
風
詩
的
藝
術
特
點

―
兼
論
對
《
毛
詩
》
序
傳
解
詩
系
統
的
正
確
認
識
」（
北
京
大

學
學
報
（
哲
學
社
會
科
學
版
（、vol.（（,N

o.（

、
二
〇
〇
五
・
三
（
參
照
。

（
（（
（
朱
熹
は
、『
詩
經
』
は
詩
篇
を
繰
り
返
し
讀
む
こ
と
に
よ
り
そ
の
眞
意
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
詩
篇
は
そ

れ
自
體
で
自
足
し
て
お
り
、
外
部
的
な
情
報
に
賴
ら
な
く
て
も
眞
意
を
摑
み
う
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
檀
作
文
『
朱
熹
詩
經
學
研
究
』

（
學
苑
出
版
社
、
二
〇
〇
三
（
參
照
。

（
（（
（
黃
氏
前
掲
書
第
一
章
第
二
節
「
美
刺
說
與
言
外
之
意
的
關
聯
」、
郝
氏
前
掲
書
一
五
七
頁
參
照
。

（
（（
（「
知
類
通
達
（
類
を
知
り
て
通
達
す
（」
は
、『
禮
記
』「
學
記
」
の
語
。
竹
内
照
夫
氏
に
據
れ
ば
、「
知
類
」
と
は
、「
類
推
し
て
事
理
を

理
解
し
問
題
を
解
釋
す
る
能
力
」（
新
釋
漢
文
大
系
『
禮
記　

中
』、
一
九
七
七
、
五
四
五
頁
（
の
こ
と
。

（
（（
（
そ
れ
が
端
的
に
わ
か
る
の
は
、『
正
義
』
が
小
序
を
疏
通
す
る
際
に
、
例
外
は
あ
る
が
基
本
的
に
、「
作
○
○
詩
者
…
…
」
と
い
う
形
式
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を
用
い
る
こ
と
で
あ
る
。
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
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

―
」（
慶
應
義
塾
大
學
日
吉
紀
要
『
中
國
研
究
』、
第
五
號
、
二
〇
一
二
（、
第
Ⅶ
章
參
照
。

（
（0
（
同
右
。

（
（1
（
詩
篇
の
管
理
者
と
し
て
、
歐
陽
脩
が
『
周
禮
』「
春
官
・
太
師
」
の
、「
敎
六
詩
、
曰
風
、
曰
賦
、
曰
比
、
曰
興
、
曰
雅
、
曰
頌
」
に
據

っ
て
音
樂
を
掌
る
太
師
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
に
對
し
、
嚴
粲
が
毛
詩
大
序
に
據
っ
て
、
文
書
を
掌
る
國
史
を
そ
れ
に
當
て
て
い
る
の
は
、

彼
が
詩
の
本
質
と
し
て
音
樂
性
よ
り
文
學
性
を
重
視
し
た
こ
と
の
表
れ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

（
（（
（「
出
其
東
門
」
集
傳
に
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

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
私
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
（
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
（

「
綠
衣
」
集
傳
に
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

莊
公
が
妾
に
心
を
惑
わ
さ
れ
た
た
め
、
正
夫
人
で
あ
る
莊
姜
が
賢
女
で
あ
り
な
が
ら
位
を
失
っ
た
の
で
、
こ
の
詩
を
作
っ
た
（
莊
公

惑
於
嬖
妾
、
夫
人
莊
姜
賢
而
失
位
、
故
作
此
詩
（

『
正
義
』
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
說
明
は
な
い
こ
と
か
ら
、
朱
熹
は
「
故
に
此
の
詩
を
作
る
」
は
文
字
通
り
、
莊
姜
が
こ
の
詩
を
作
っ
た

と
言
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
谷
風
」
集
傳
に
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

妻
が
夫
に
棄
て
ら
れ
た
の
で
、
故
に
こ
の
詩
を
作
っ
て
、
自
分
の
悲
し
み
と
怨
み
の
情
を
述
べ
た
（
婦
人
爲
夫
所
棄
、
故
作
此
詩
以

敘
其
悲
怨
之
情
（

な
お
、「
出
其
東
門
」
に
つ
い
て
の
朱
熹
の
解
釋
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
二
〇
一
二
、
第
Ⅵ
章
を
參
照
の
こ
と
。

（
（（
（
前
掲
拙
稿
二
〇
〇
九
。

（
（（
（
本
詩
首
章
の
、「
武
人　

東
征
し
て
、
朝
す
る
に
皇
あ
ら
ず
（
武
人
東
征
、
不
皇
朝
矣
（」
の
『
詩
緝
』
に
、「
武
人
で
あ
る
私
は
東
征
し



（（

作者の意圖から國史と孔子の解説へ

て
久
し
く
外
地
に
あ
り
、
天
子
に
朝
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
苦
勞
の
多
い
地
に
身
を
置
い
て
も
、
主
君
を
忘
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で

あ
る
（
我
武
人
東
征
久
處
于
外
、
不
得
朝
見
君
子
、
雖
在
勞
苦
之
地
、
不
忘
君
也
（」
と
言
い
、
嚴
粲
が
こ
の
詩
を
自
述
詩
だ
と
考
え
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
（（
（「
此
時
征
伐
戎
狄
、
役
人
勞
苦
、
而
有
豕
豬
之
白
蹄
、
進
而
涉
入
水
之
波
漣
之
處
矣
。
是
在
地
爲
將
雨
之
徵
也
」
と
言
う
。
し
か
し
、
疏

家
は
作
者
が
「
見
た
」
と
言
う
こ
と
を
强
調
し
て
い
な
い
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

（
（（
（
鄭
箋
の
正
義
に
、「
荊
舒
之
人
似
眾
豕
、
其
君
猶
白
蹄
者
」
と
言
う
よ
う
に
、
鄭
玄
は
こ
の
句
を
比
喩
と
と
っ
て
い
る
。

（
（（
（
集
傳
に
、「
豕
涉
波
、
月
離
畢
、
將
雨
之
驗
也
」
と
言
い
、
作
者
が
實
見
し
た
か
ど
う
か
を
問
題
に
し
て
い
な
い
。

（
（（
（
小
序
に
、「
莊
公
を
刺
る
也
。
先
公
の
業
を
繼
ぐ
能
は
ず
、
賢
者
を
し
て
退
き
て
窮
處
せ
使
む
（
刺
莊
公
也
。
不
能
繼
先
公
之
業
、
使
賢

者
退
而
窮
處
（」
と
言
う
。

（
（（
（
た
だ
し
嚴
粲
も
、
詩
人
が
詠
っ
て
い
る
賢
者
が
作
詩
の
當
時
實
在
し
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
に
は
疑
い
を
挾
ま
な
い
。
詩
人
は
實
在
の
友

を
今
目
の
前
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
そ
の
姿
を
想
像
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
嚴
粲
は
、
詩
で
詠
わ
れ
る
こ
と
が
實

在
の
出
來
事
や
人
物
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
、
詩
經
學
の
傳
統
的
な
思
惟
の
形
を
踏
襲
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
二

〇
〇
九
を
參
照
の
こ
と
。

（
（0
（
鄭
箋
に
、「
誰
謂
宋
國
遠
與
。
我
跂
足
則
可
以
望
見
之
。
亦
喻
近
也
。
今
我
之
不
往
、
直
以
義
不
往
耳
、
非
爲
其
遠
」
と
言
い
、
集
傳
は
、

「
誰
謂
宋
國
遠
乎
。
但
一
跂
足
而
望
、
則
可
以
見
矣
。
明
非
宋
遠
而
不
可
至
也
、
乃
義
不
可
而
不
得
往
耳
」

（
（1
（「
言
は
此
に
在
り
、
意
は
彼
に
寓
す
」
と
い
う
語
は
「
椒
聊
」
の
注
釋
に
も
「
言
は
此
に
在
り
、
意
は
彼
に
在
り
」
と
い
う
形
で
現
れ
て

い
た
。
言
語
表
現
に
は
表
れ
な
い
と
こ
ろ
に
、
詩
人
の
意
圖
が
あ
る
と
い
う
表
現
は
、
嚴
粲
の
詩
經
解
釋
が
志
向
す
る
も
の
を
端
的
に
表

し
て
い
る
。「
言
在
此
、
意
在
彼
」
を
說
明
す
る
た
め
の
解
釋
法
は
、
漢
唐
詩
經
學
か
ら
あ
り
、
そ
れ
が
例
え
ば
、「
陳
古
刺
今
」
で
あ
り
、

「
託
物
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
手
法
は
嚴
粲
の
詩
經
解
釋
で
は
活
用
さ
れ
て
い
る
が
（
嚴
粲
が
陳
古
刺
今
說
を
活
用
し
た
こ
と
に
つ
い
て

は
、
前
掲
拙
稿
二
〇
〇
九
參
照
（、
こ
の
う
ち
、「
陳
古
刺
今
」
は
、
朱
熹
の
詩
經
解
釋
に
お
い
て
排
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
檀
作
文
前
掲

書
、
第
一
章
第
二
節
「
朱
熹
對
《
序
》
的
具
體
批
評
」
中
の
「
濫
用
〈
陳
古
刺
今
〉」、
四
六
頁
（。
こ
れ
も
、
朱
熹
が
嚴
粲
と
異
な
り
、



（（

詩
が
表
現
す
る
と
こ
ろ
か
ら
の
み
意
味
を
汲
み
取
ろ
う
と
い
う
志
向
を
持
っ
て
い
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
。

（
（（
（「
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
（
參
照
。

（
（（
（
歐
陽
脩
は
嚴
粲
と
は
異
な
り
、
孔
子
は
詩
篇
を
『
詩
經
』
に
編
入
す
る
に
當
た
っ
て
、
道
德
的
意
義
が
發
揮
さ
れ
る
よ
う
に
、
既
存
の

詩
句
に
自
ら
手
を
加
え
た
と
考
え
た
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
が
疏
家
や
朱
熹
と
同
樣
、
詩
篇
自
體
か
ら
普
遍
的
な
道
德
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
讀

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
表
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
掲
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
（
第
Ⅵ
章
參
照
。

（
（（
（
前
掲
拙
稿
二
〇
一
二
、
五
一
頁
。

（
（（
（
黃
氏
前
掲
書
一
三
三
頁
。

（
（（
（
例
え
ば
、
嚴
粲
が
詩
の
言
外
の
意
を
重
視
す
る
の
と
は
對
照
的
に
、
朱
熹
の
『
詩
集
傳
』
の
中
で
、「
言
外
」
と
い
う
語
は
、
齊
風
「
猗

嗟
」
の
一
例
の
み
し
か
見
出
せ
な
い
。

呂
祖
謙
、
號
は
東
萊
は
次
の
よ
う
に
言
っ
た

―
本
詩
三
章
の
主
君
を
批
判
す
る
氣
持
ち
と
い
う
の
は
、
み
な
言
外
に
あ
る
。
再
三

嗟
歎
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
莊
公
に
大
い
に
缺
け
て
い
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
言
わ
ず
と
も
理
解
で
き
る
の
で
あ
る

（
東
萊
呂
氏
曰
、
此
詩
三
章
譏
刺
之
意
、
皆
在
言
外
。
嗟
歎
再
三
、
則
莊
公
所
大
闕
者
。
不
言
可
見
矣
（

こ
の
一
例
に
し
て
も
、
呂
祖
謙
の
「
言
外
」
說
を
引
用
し
た
も
の
で
、
か
つ
、「
言
わ
ず
と
も
見
る
べ
し
」
と
言
う
よ
う
に
、
そ
こ
に

詠
わ
れ
て
い
る
作
者
の
思
い
は
推
測
す
る
こ
と
が
き
わ
め
て
容
易
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
例
も
朱
熹
自
身
が
詩
の
言
外
の

意
を
重
視
し
た
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
は
言
え
な
い
。
む
し
ろ
、
彼
は
詩
を
詩
の
語
句
自
體
の
み
で
解
釋
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

（
（（
（
前
掲
拙
稿
二
〇
〇
七
參
照
。

（
（（
（
嚴
粲
が
、
後
序
を
「
說
詩
者
の
辭
」
と
考
え
副
次
的
な
地
位
に
お
い
た
こ
と
は
、
決
し
て
後
序
の
價
値
を
全
面
的
に
否
定
し
た
も
の
で

は
な
い
。
彼
は
、
後
世
の
學
者
の
誤
っ
た
說
と
正
し
い
說
と
が
混
在
し
て
い
る
と
考
え
、
後
序
を
選
擇
的
に
用
い
て
い
る
。
事
實
、
個
別

の
解
釋
に
お
い
て
は
後
序
の
說
に
基
づ
い
て
い
る
も
の
は
非
常
に
多
い
。



（（

作者の意圖から國史と孔子の解説へ

（
（（
（
黃
氏
前
揭
書
、
一
五
七
頁
。

本
稿
は
、
日
本
學
術
振
興
會
、
平
成
二
四
年
度
科
學
研
究
費
、
基
盤
研
究
（
Ｂ
（「
南
宋
江
湖
派
の
總
合
的
研
究
」
に
よ
る
研
究
の
成
果
の

一
部
で
あ
る
。


