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〈
書
評
〉

「水」

と

「
斧
」
王
宇
根
『
万
巻
;
衷
庭
堅
和
北
宋
晩
期
詩
学
中
的
閲
読
与
写
作
』

（
生
活
•
読
書
•
新
知
三
聯
書
店
二

O

一
五
年

二
七
九
頁
）

浅

見

洋

聞
一
多
「
文
学
的
歴
史
動
向
」
は
、
中
国
の
詩
の
歴
史
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
西
周
か
ら
宋
に
至
る
ま
で
の
文
学

史
の
ほ
と
ん
ど
は
詩
の
歴
史
で
あ
る
。
し
か
し
、
詩
の
発
展
は
北
宋
に
至
っ
て
実
質
的
に
は
終
結
し
た
。
南
宋
の
詞
は
、

そ
の
名
残
の

よ
う
な
も
の
だ
。
詩
に
つ
い
て
言
え
ば
、
尤
衰
•
楊
万
里
・
ザ
氾
成
大
・
陸
源
や
少
し
後
の
元
好
問
で
さ
え
、
ど
れ
も
付
け
足
し
、
繰
り

返
し
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
後
の
詩
人
に
つ
い
て
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
明
•
清
両
代
の
詩
に
関
す
る
数
多
の
運
動
や
論
争
は
す
べ
て
無

意
味
な
あ
が
き
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
あ
が
き
が
失
敗
す
る
た
び
に
、

そ
の
あ
が
き
が
無
益
な
徒
労
で
あ
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
だ

け
だ
。
も
と
も
と
西
周
か
ら
北
宋
ま
で
の
二
千
年
の
営
み
は
長
す
ぎ
る
の
で
あ
っ
て
、
あ
り
う
べ
き
歌
は
す
で
に
歌
い
尽
く
さ
れ
て
し

ま
っ
た
の
だ
」
。
中
国
詩
史
の
核
心
を
鋭
く
衝
い
た
言
葉
で
あ
る
。

聞
一
多
が
中
国
詩
の
発
展
の
最
終
段
階
と
位
置
づ
け
る
北
宋
期
に
は
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
詩
人
が
目
白
押
し
で
あ
る
。
欧
陽
脩
、

王
安
石
、
蘇
献
な
ど
。
本
書
評
に
取
り
あ
げ
る
王
宇
根
『
万
巻
こ
黄
庭
堅
和
北
宋
晩
期
詩
学
中
的
閲
読
与
写
作
（
黄
庭
堅
と
北
宋
後
期

の
詩
学
に
お
け
る
読
む
こ
と
と
書
く
こ
と
）
』
が
論
ず
る
の
は
、

そ
の
北
宋
期
に
活
動
し
た
黄
庭
堅
。
蘇
献
ら
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
独

特
の
存
在
感
を
そ
な
え
た
詩
人
で
あ
る
。

黄
庭
堅
の
詩
人
と
し
て
の
存
在
感
は
何
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
が
書
き
の
こ
し
た
詩
の
作
品
と
し
て
の
魅
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カ
、
と
り
わ
け
そ
の
屈
折
と
飛
躍
に
満
ち
た
詩
的
表
現
に
そ
な
わ
る
魅
力
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
以
上
に
、
詩
は
如
何
に
書
か

48 

れ
る
べ
き
か
を
め
ぐ
っ
て
、
き
わ
め
て
真
摯
な
、
見
方
に
よ
っ
て
は
愚
直
な
ま
で
の
考
察
を
重
ね
て
ゆ
く
、
そ
の
弛
ま
ぬ
探
求
の
姿
勢

が
、
我
々
を
惹
き
つ
け
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
黄
庭
堅
は
い
わ
ゆ
る
詩
論
・
文
論
の
専
著
は
書
い
て
い
な
い
が
、
詩
や
書
簡
の
あ

ち
こ
ち
に
、
詩
は
如
何
に
書
か
れ
る
べ
き
か
を
め
ぐ
っ
て
、
「
点
鉄
成
金
」
「
換
骨
奪
胎
」
な
ど
の
イ
ン
パ
ク
ト
あ
る
言
葉
を
数
多
く
書

き
の
こ
し
て
く
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
言
葉
が
若
き
文
人
た
ち
を
魅
了
し
た
の
だ
ろ
う
、
後
に
江
西
詩
派
と
呼
ば
れ
る
一
群

の
追
従
者
を
生
み
出
す
に
至
る
。
江
西
詩
派
の
文
人
た
ち
が
、
黄
庭
堅
の
発
し
た
言
葉
を
繰
り
返
し
参
照
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
存

在
は
文
学
史
上
に
確
固
た
る
位
置
を
占
め
て
ゆ
く
。
南
宋
前
期
の
詩
壇
は
、
ほ
と
ん
ど
黄
庭
堅
と
彼
が
唱
え
た
詩
法
に
よ
っ
て
覆
い
つ

く
さ
れ
た
か
の
感
が
あ
る
。
南
宋
後
期
に
な
る
と
批
判
・
反
発
も
少
な
か
ら
ず
生
じ
て
く
る
が
、
そ
れ
も
ま
た
か
え
っ
て
黄
庭
堅
の
存

在
の
大
き
さ
を
証
し
立
て
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

ポ
エ
テ
ィ
ク
ス

王
宇
根
『
万
巻
』
は
、
詩
は
如
何
に
書
か
れ
る
べ
き
か
を
め
ぐ
る
黄
庭
堅
の
探
求
、
言
い
換
え
れ
ば
詩
学
に
焦
点
を
当
て
る
。
黄

庭
堅
の
詩
学
の
核
心
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
特
質
を
有
す
る
の
か
、

そ
う
し
た
問
い
を
め
ぐ
っ
て
先
鋭
な
考
察
を
繰
り
広

げ
る
。
本
書
の
目
指
す
と
こ
ろ
を
一
言
で
い
う
な
ら
ば
、
黄
庭
堅
詩
学
を
支
え
た
「
新
た
な
閲
読
（
受
容
）
・
写
作
（
制
作
）
の
方
法
」

に
つ
い
て
「
北
宋
十
一
世
紀
の
新
た
な
書
物
•
印
刷
文
化
」
と
い
う
背
景
の
も
と
で
考
察
す
る
こ
と
、
と
な
る
だ
ろ
う
。
実
際
、

王
氏

自
身
も
そ
の
よ
う
に
概
括
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
ま
と
め
て
し
ま
う
と
、
本
書
の
魅
力
の
か
な
り
の
部
分
は
失
わ
れ
て
し
ま

う
。
本
書
の
魅
力
は
、
黄
庭
堅
詩
学
の
最
も
核
心
的
な
テ
ク
ス
ト
を
選
び
出
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
精
緻
な
考
察
を
徹
底
し
た
点
に
あ

る
。
本
書
を
読
む
者
は
、
論
述
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
結
論
だ
け
で
な
く
、
論
述
の
プ
ロ
セ
ス
の
細
部
に
も
眼
を
凝
ら
す
必
要
が
あ

る
。
よ
っ
て
以
下
、
本
書
評
で
は
な
る
べ
く
丁
寧
に
王
氏
の
論
述
の
軌
跡
を
た
ど
っ
て
み
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
は
評
者
た
る
わ

た
し
自
身
の
解
釈
も
少
な
か
ら
ず
入
り
混
じ
る
だ
ろ
う
。
あ
く
ま
で
も
、
評
者
の
眼
で
読
み
取
っ
た
論
述
で
あ
る
こ
と
、
あ
ら
か
じ
め



了
承
い
た
だ
き
た
い
。
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本
書
『
万
巻
』
は
、

Y
u
g
e
n
W
a
n
g
,
 T
e
n
 T
h
o
u
s
a
n
d
 Scrolls: R
e
a
d
i
n
g
 a
n
d
 Writing in 
the Poetics o
f
 H
u
a
n
g
 Tingjian a
n
d
 the L
a
t
e
 

N
o
r
t
h
e
r
n
 Song, 
T
h
e
 H
a
r
v
a
r
d
 University A
s
i
a
 Center, 2
0
1
1

を
著
者
の
王
宇
根
氏
本
人
が
中
国
語
訳
し
た
も
の
で
あ
り
、
緒
論
・

第
一
章
〈
尋
求
完
美
〉
•
第
二
章
〈
斧
祠
〉
•
第
三
章
〈
霧
豹
〉
•
第
四
章
〈
読
書
〉
•
第
五
章
〈
万
巻
〉
・
結
語
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
以

下
、
各
章
ご
と
に
そ
の
論
述
を
適
宜
取
捨
す
る
か
た
ち
で
た
ど
り
つ
つ
論
評
を
加
え
る
。
な
お
、
各
章
は
さ
ら
に
細
か
く
節
に
分
か
れ

て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
見
出
し
（
小
題
）
が
附
さ
れ
て
い
る
。
小
題
に
は
、
各
章
の
題
と
同
じ
く
〈

〉
を
附
す
。

緒
論こ

こ
で
は
本
書
の
基
本
的
な
問
題
設
定
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
述
べ
る
と
と
も
に
、
以
下
の
各
章
の
考
察
に
お
い
て
前
提
と
な
る

事
項
や
方
法
論
、
各
章
を
通
じ
て
論
じ
ら
れ
る
問
題
の
う
ち
重
要
な
も
の
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
前
も
っ
て
基
本
的
な
説
明
を
加
え
る
。

冒
頭
の
〈
対
印
刷
的
閾
釈
学
回
応
（
印
刷
文
化
に
対
す
る
解
釈
学
の
応
答
）
〉
と
題
す
る
節
で
は
、
黄
庭
堅
が
活
動
し
た
北
宋
十
一
世

一
種
の
過
渡
期
で
あ
る
こ
と
の
意
味
を
確
認
す
る
。
書
物

紀
は
中
世
の
写
本
時
代
と
南
宋
•
明
清
の
刊
本
時
代
と
の
間
に
挟
ま
れ
た
、

・
出
版
文
化
に
着
目
し
た
研
究
は
こ
こ
十
数
年
、
文
学
研
究
の
ト
レ
ン
ド
と
な
っ
て
い
る
。
王
氏
が
身
を
置
く
北
米
の
研
究
に
限
っ
て

見
て
も
、

S
u
s
a
n
C
h
e
m
i
a
c
k
,
 
"
B
o
o
k
 Culture 
a
n
d
 Textual 
Transmissions 
in 
S
u
n
g
 China", 
H
a
r
v
a
r
d
 Journal o
f
 A
s
i
a
n
 Studies 

5
4
.
1
(
1
9
9
4
)
、
Xiaofei
Tian, 
T
a
o
 Y
u
a
n
m
i
n
g
 a
n
d
 M
a
n
u
s
c
r
i
p
t
 Culture: 
T
h
e
 R
o
a
d
 o
f
 a
 Du
s
t
y
 Table, 
University o
f
 W
a
s
h
i
n
g
t
o
n
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Press, 2
0
0
5
 
(
田
暖
非
『
塵
几
録
陶
淵
明
与
手
抄
本
文
化
研
究
』
中
華
書
局
、
二

0
0
七）、

C
百
istopher
N
u
g
e
n
t
,
 Manifest in 
Words, 

Written o
n
 P
a
p
e
r
:
 P
r
o
d
u
c
i
n
g
 a
n
d
 Circulating Poetry in 
T
a
n
g
 D
y
n
a
s
t
y
 China, H
a
r
v
a
r
d
 University A
s
i
a
 Center, 2
0
1
0

な
ど
が

あ
り
、
本
書
で
も
繰
り
返
し
参
照
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
紹
介
を
割
愛
す
る
が
、
日
本
や
中
国
の
学
界
で
も
こ
の
種
の
研
究
は
数
多
い
。

50 

こ
れ
ら
の
研
究
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

し
か
し
一
方
で
わ
た
し
は
、
文
学
研
究
に
お
い
て
書
物
・
出
版
文
化

の
役
割
を
過
重
に
評
価
す
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
下
部
構
造
た
る
書
物
・
出
版
文
化
が
上
部
構
造
た
る
文
学
作
品
を
規

定
す
る
と
い
う
、
や
や
も
す
る
と
安
易
な
決
定
論
・
反
映
論
に
陥
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
見
て
も
、
文
学
を

取
り
巻
く
社
会
文
化
論
的
な
考
察
と
し
て
は
興
味
深
く
重
要
な
成
果
は
少
な
く
な
い
が
、
文
学
そ
の
も
の
の
核
心
を
袂
り
出
す
に
は
至

っ
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
書
物
・
出
版
文
化
に
軸
足
を
置
い
た
研
究
は
、
文
学
の
全
体
的
な
傾
向
を
把
握
す
る
う
え
で
は

有
効
で
あ
っ
て
も
、
個
別
の
文
学
作
品
、

と
り
わ
け
一
流
文
人
の
突
出
し
た
文
学
的
営
み
の
分
析
に
は
さ
ほ
ど
効
果
を
発
揮
し
な
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

で
は
、
本
書
の
場
合
は
ど
う
か
。

王
氏
自
身
の
言
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
「
十
一
世
紀
の
書
物
•
印
刷
文
化
」

の
な
か
に
お
い
て
黄
庭

堅
の
詩
学
を
分
析
す
る
試
み
で
あ
る
。
実
際
、
本
書
の
第
四
•
五
章
で
は
そ
の
よ
う
な
方
向
で
の
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
王
氏

の
言
に
反
し
て
、
本
書
の
全
体
的
な
印
象
と
し
て
は
書
物
•
印
刷
文
化
に
軸
足
を
置
い
た
研
究
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
十
一
世
紀
の
書

物
•
印
刷
文
化
は
あ
く
ま
で
も
黄
庭
堅
詩
学
に
関
連
す
る
環
境
要
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
に
止
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ

ら
れ
た
。
こ
れ
は
本
書
を
批
判
し
て
言
う
の
で
は
な
い
。
本
書
の
考
察
が
、
書
物
・
出
版
文
化
に
寄
り
か
か
る
こ
と
な
く
、
黄
庭
堅
詩

学
そ
れ
自
体
を
真
正
面
か
ら
確
と
掴
ん
だ
か
た
ち
で
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
の
印
象
で
あ
ろ
う
。
本
書
が
安
易
な
決
定
論
・
反
映
論

に
陥
っ
て
い
な
い
証
だ
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

続
く
〈
尋
挟
詩
歌
写
作
之
源
（
詩
歌
制
作
の
源
を
求
め
て
）
〉
と
い
う
魅
力
的
な
小
題
を
冠
し
た
節
は
、

「
詩
は
如
何
に
し
て
生
み
出



さ
れ
る
の
か
」
と
い
う
問
い
の
系
譜
を
中
国
詩
学
の
歴
史
に
探
っ
た
も
の
で
あ
り
、
緒
論
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
と
も
言
う
べ
き
部
分
で
あ
る
。

以
下
、
少
し
く
重
点
を
置
い
て
述
べ
よ
う
。

中
国
詩
学
の
根
本
に
位
置
す
る
テ
ー
ゼ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
「
毛
詩
大
序
」
の

あ
ら
わ

と
為
し
、
言
に
発
す
る
を
詩
と
為
す
。
情
中
に
動
き
て
、
言
に
形
る
」
と
い
う
冒
頭
の
一
節
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
詩
の
源
」

ナ

チ

ュ

ラ

ル

ス

ポ

ン

テ

ニ

ア

ス

を
め
ぐ
る
理
論
と
言
っ
て
も
い
い
。
こ
の
一
節
に
つ
い
て
王
氏
は
、
詩
の
生
成
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
「
自
然
か
つ
自
発
的
な
、
透
明

ゅ

「
詩
は
志
の
之
く
所
な
り
。

心
に
在
る
を
志

な
、
自
明
の
、
障
碍
の
な
い
、

理
解
可
能
な
、

必
然
的
な
、
作
者
の
内
面
の
『
志
』
が
整
い
さ
え
す
れ
ば
た
だ
ち
に
生
ず
る
プ
ロ

セ
ス
」
と
し
て
措
定
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
る
。
こ
こ
で
は
以
下
、

王
氏
の
意
を
受
け
て
、

そ
れ
を
「
自
然
•
自
発
」

の
詩
学
と

呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

「
毛
詩
大
序
」

以
降
、
中
国
の
詩
学
は
こ
の

「
自
然
•
自
発
」
の
詩
学
を
基
礎
に
し
て
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
。
例
え
ば
、

い
わ
ゆ

色
の
動
く
や
、
心
も
亦
た
揺
る
」

と
述
べ
、
梁
•
鍾
條
『
詩
品
』
序
が

は
、
そ
の
最
も
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
梁
・
劉
顔
『
文
心
離
龍
』
物
色
が

う
ご

「
気
の
物
を
動
か
し
、
物
の
人
を
感
か
す
」
と
述
べ
る
よ 「物

る

「
感
物
」
説
（
王
氏
に
よ
れ
ば

「
物
感
詩
学
」
）

う
に
、
詩
人
の
外
部
に
存
在
す
る
「
物
（
外
物
）
」
が
、
詩
人
の

「
心
」
と
そ
の
な
か
の

「
志
」
や
「
情
」
を
触
発
す
る
。
そ
し
て
、

触
発
さ
れ
た
「
志
」

「情」

の
動
き
が
言
葉
と
し
て
発
せ
ら
れ
、
詩
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
、
詩
の

制
作
•
生
成
を
と
ら
え
る
詩
学
で
あ
る
。
「
毛
詩
大
序
」

に
言
う
「
心
」
を
触
発
す
る
源
と
し
て

「
外
物
」

を
設
定
し
た
も
の
で

あ
り

「
自
然
•
自
発
」
の
詩
学
の
発
展
形
態
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

こ
の
詩
学
の
も
と
で
は
、
詩
の
生
成
プ
ロ
セ
ス
は
詩
人
に
と
っ
て
不
可
視
・
不
可
触
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
ま
た
、

そ
れ
を
た

や
す
く
制
御
し
操
作
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

果
敢
に
試
み
た
の
が
、

ほ
か
な
ら
ぬ
黄
庭
堅
の
詩
学
で
あ
っ
た
。

こ
の
認
識
の
枠
組
み
に
対
す
る
挑
戦
を

で
は
、
黄
庭
堅
は
何
を
も
っ
て
そ
れ
に
挑
戦
し
た
か
。
そ

王
氏
に
よ
れ
ば
、
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れ
を
一
言
で
言
う
な
ら
ば
「
法
」
、
す
な
わ
ち
方
法
•
技
法
あ
る
い
は
規
範
・
規
則
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
自
然
•
自
発
」
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の
対
極
を
な
す
も
の
は
何
か
。

そ
れ
は

「
人
為
」

で
あ
ろ
う
。

「
人
為
」

ま
、

9
.

‘̀ 
と

「
制
御
」
や
「
操
作
」

と
言
い
換
え
て
も
い

、。
1
>
 

「法」

ま、
I

‘̀ 
と

人
為
的
な
制
御
・
操
作
の
た
め
の
モ
デ
ル
ま
た
は
ツ
ー
ル
で
あ
り
、

こ
れ
こ
そ
が
黄
庭
堅
の
詩
学
の
核
心

に
位
置
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

「
自
然
•
自
発
」
の
詩
学
の
も
と
で
は
、
詩
は
外
物
の
刺
激
を
受
け
る
や
い
な
や
、

そ
の
場
で
自
ず
と
生
ま
れ
出
る
も
の
と
考

え
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
典
型
的
な
例
が
、
謝
霊
運
「
登
池
上
楼
」
詩
の

「
池
塘

春
草
生
ず
」
な
ど
、
鍾
蝶
『
詩
品
』
序
の
言
葉

を
用
い
て
言
え
ば
、

「
即
目
」
「
直
尋
」
に
よ
る
作
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
法
」

の
詩
学
の
も
と
に
あ
っ
て
は
、
詩
は
自
ず
と
生
ま
れ

出
る
も
の
で
は
な
く
、
詩
人
自
ら
の
手
で
作
り
出
す
べ
き
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
詩
を
作
る
こ
と
は
、
外
部

の
力
に
依
存
せ
ず
に
、

一
定
の
時
間
を
か
け
て
行
わ
れ
る
、
辛
苦
•
苦
痛
を
伴
う
営
み
と
な
る
の
だ
。

ま
た
、
「
自
然
•
自
発
」

か
ら
「
法
」

へ
と
詩
学
の
重
心
が
移
行
す
る
の
に
伴
っ
て
、

「
詩
の
源
」
を
め
ぐ
る
認
識
に
も
変
化

が
生
ず
る
。
自
然
界
の

「
物
（
外
物
ご

に
加
え
て
、
古
の
書
物
や
先
人
の
言
葉
、
言
い
換
え
れ
ば
先
行
テ
ク
ス
ト
•
他
者
の

戸
葉
が
重
要
な
詩
的
源
泉
と
し
て
浮
上
し
て
く
る
。

「
読
書
」
が
作
品
を
生
み
出
す
う
え
で
不
可
欠
の
源
と
見
な
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、

こ
う
し
た
見
方
は
黄
庭
堅
よ
り
も
早
く
、
す
で
に
次
の
よ
う
な
発
言
か
ら
も
見
て
取
れ

も

と

た

く

み

素
よ
り
文
を
好
み
、
子
雲
（
揚
雄
）
の
エ
に
賦
を
為
す
を

る
。
例
え
ば
、
後
漢
•
桓
諏
『
新
論
』
（
『
藝
文
類
緊
』
巻
五
六
）
に
「
余

見
て
、

之
に
従
い
て
学
ば
ん
と
欲
す
。
子
雲
日
く
『
能
く
千
篇
の
賦
を
読
め
ば
、
則
ち
善
＜
之
を
為
さ
ん
』
と
」
と
あ
っ
て
、
先
行
す
る

テ
ク
ス
ト
を
読
む
こ
と
が
す
ぐ
れ
た
作
品
を
生
み
出
す
源
泉
で
あ
る
と
の
見
方
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
他
に
も
、
王
氏
は
あ
げ
て
い
な

い
が
、
陸
機
「
文
賦
」
に
「
中
画
に
仔
ち
て
以
て
玄
覧
し
、
情
志
を
典
墳
に
顕
う
。
…
…
文
章
の
林
府
に
甜
び
、
麗
藻
の
彬
彬
た
る

を
嘉
す
」
と
い
う
言
葉
が
見
え
る
。
こ
う
し
た
先
人
の
書
物
に
詩
的
源
泉
を
見
出
す
姿
勢
を
、
よ
り
徹
底
し
た
の
が
黄
庭
堅
で
あ
っ
た
。



続
く
〈
詩
之
用
典
及
其
物
質
文
化
関
連
（
詩
に
お
け
る
典
故
使
用
と
そ
の
物
質
文
化
と
の
関
わ
り
）
〉

「
法
」
の
詩
学
に
導
か
れ
て
典
故
の
使
用
、
す
な
わ
ち
鍾
條
『
詩
品
』
序
が

で
は
、
黄
庭
堅
が
以
上
の
よ
う
な

「
即
目
」
「
直
尋
」

の
対
極
に
あ
る
も
の
と
し
て
あ
げ

る

「
用
事
」
「
補
仮
」
を
追
究
し
て
い
っ
た
こ
と
、

そ
し
て
そ
れ
が

「
物
質
文
化
」
す
な
わ
ち
書
物
•
印
刷
文
化
と
密
接
に
関
連

し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
る
。

以
上
を
受
け
て
、

以
下
は
黄
庭
堅
詩
学
の
核
心
を
な
す
「
法
」
を
め
ぐ
っ
て
考
察
を
加
え
た
節
が
続
く
。
ま
ず
〈
II
法
II

与
黄

の
詩
学
を
、
中
国
の
詩
学
全
体
の
な
か
に
位
置

は
、
黄
庭
堅
の
「
法
」

庭
堅
詩
学
的
原
創
性
（
「
法
」
と
黄
庭
堅
詩
学
の
独
創
性
）
〉

づ
け
る
。
黄
庭
堅
に
お
け
る

「法」

「
詩
法
」

の
重
視
は
、
中
国
の
詩
学
に
お
い
て
古
い
淵
源
を
有
す
る
が
、

し
か
し
一
貫
し

て
抑
え
込
ま
れ
て
き
た
基
本
命
題
、
す
な
わ
ち

「
文
学
作
品
を
作
る
こ
と
は
難
し
い
」

と
い
う
考
え
方
に
立
脚
す
る
も
の
で

あ
る
。
難
し
い
か
ら
こ
そ
、

古
く
よ
り
文
人
た
ち
は
そ
れ
を
乗
り
超
え
よ
う
と
努
め
、
乗
り
超
え
る
た
め
の

「
法
」
を
追
究
し

て
き
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
六
朝
期
の
陸
機
「
文
賦
」
や
劉
鑢
『
文
心
離
龍
』
な
ど
に
も
、
こ
う
し
た
文
学
的
困
難
を
克
服
す
べ

く
文
学
創
作
の
「
技
法
」
を
め
ぐ
っ
て
の
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
続
く
唐
•
五
代
に
お
い
て

「法」

の
詩
学
と
し
て
影
響

力
を
持
っ
た
の
は
初
学
者
向
け
の
通
俗
的
な
「
詩
格
」
類
の
著
作
で
あ
っ
た
。
黄
庭
堅
の
詩
学
が
登
場
し
た
際
に
、
眼
の
前
に
存
在
し

た
の
は
「
詩
格
」
類
の
著
作
で
あ
り
、
彼
が
ま
ず
課
題
と
し
て
取
り
組
ん
だ
の
は
そ
れ
ら
「
詩
格
」
類
の

て
超
克
す
る
か
で
あ
っ
た
。

「法」

の
詩
学
を
如
何
に
し

黄
庭
堅
に
お
け
る
「
詩
格
」

の
超
克
に
つ
い
て
、

王
氏
は
次
の
よ
う
な
説
明
を
加
え
て
い
る
。
黄
庭
堅
は
「
詩
格
」
に
お
け
る
「
技

法
」
の
探
求
と
い
う
方
向
性
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
当
時
の
「
詩
格
」
が
模
倣
す
べ
き
対
象
と
し
て
選
択

し
た
先
行
詩
人
が
杜
甫
や
李
白
と
い
っ
た
一
流
の
文
人
で
は
な
く
、
賣
島
や
膵
能
と
い
っ
た
二
流
の
詩
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
し
た

の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
盛
唐
の
杜
甫
を
経
典
化
し
て
い
っ
た
点
に
黄
庭
堅
詩
学
の
画
期
性
は
存
す
る
、
と
。
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（
歴
史
的
視
野
か
ら
見
た
「
法
」
）
〉
は
、
黄
庭
堅
の
詩
学
の
中
核
を
な
す
「
法
」
の
概
念
を
め
ぐ
っ
て
、

古
来
か
ら
の
こ
の
語
の
意
味
内
容
な
ど
を
踏
ま
え
て
整
理
す
る
。
こ
こ
で
黄
庭
堅
の
「
法
」
は
次
の
三
つ
の
層
か
ら
な
る
も
の
と
し
て

次
の
〈
歴
史
視
野
中
的
”
法
“
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と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
第
一
は
、
具
体
的
な
作
詩
の

「
技
巧
•
技
法
t
e
c
h
n
i
q
u
e

」
も
し
く
は
「
規
則

r
u
l
e」。
「
詩
格
」
類
が
扱
う
の
は

主
に
こ
の
種
の

「法」

で
あ
る
。
第
二
に
、
作
詩
以
外
に
も
適
用
可
能
な
普
遍
的
な
「
規
範

m
o
d
e
l
」
と
し
て
の
性
格
を
持
つ

「
方
法

m
e
t
h
o
d」。
こ
の
意
味
で
の
「
法
」
に
お
い
て
は
手
順
•
プ
ロ
セ
ス
も
重
要
な
要
件
と
な
る
。

あ
り
方
を
規
定
す
る
根
本
的
な
原
理
・
体
系
と
し
て
の
最
高
の

そ
し
て
第
三
に
、
人
間
存
在
や
社
会
の

「
規
範
」
。
こ
の
意
味
で
の

「法」

は
「
道
」
や
「
理
」
な
ど
に
限
り

な
く
近
づ
い
て
ゆ
く
。

「
法
」
に
は
本
質
的
に
強
制
的
な
力
（
権
力
）
が
備
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
力
は
対
象
と
な
る
事
物
・
事
象
を
枠
に
は
め
、
矯
正
し
よ

う
と
す
る
。
黄
庭
堅
の
文
学
論
に
は
「
縄
墨
」
「
規
矩
」
「
斧
削
」
な
ど
の
木
工
の
エ
具
、
す
な
わ
ち
木
材
を
矯
正
す
る
た
め
の
道
具
の

比
喩
が
頻
出
す
る
が
、
そ
こ
に
は
評
者
の
言
葉
を
用
い
て
い
え
ば
「
矯
正
の
権
力
」
と
し
て
の

「法」

へ
の
愛
着
を
見
て
取
れ
る
。
た

だ
し
、
こ
こ
で
さ
ら
に
注
意
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
、
黄
庭
堅
が
最
終
的
に
は
「
法
」
を
超
克
し
て
、
「
自
然
•
自
発
」

の
境
地

に
到
達
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
「
縄
削
を
煩
わ
さ
ず
し
て
自
ず
か
ら
合
す
」
と
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
よ
う
に
。

最
後
の

〈
II
法
II

的
仏
教
内
涵
（
「
法
」
の
仏
教
的
意
味
）
〉

は
、
黄
庭
堅
と
仏
教
と
の
関
連
に
関
す
る
問
題
提
起
を
附
け
加
え
る
。

な
か
で
も
最
後
に
示
さ
れ
る
次
の
指
摘
は
、
極
め
て
興
味
深
い
。
黄
庭
堅
に
と
っ
て
の

「
法
」
は
手
段
で
あ
る
と
同
時
に
目
的
で
も
あ

る
。
手
段
と
し
て
の

「
法
」
が
重
要
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

し
か
し
最
終
的
に
は
そ
れ
を
超
克
し
て
、
最
高
規
範
と
し
て

の
「
法
」
に
到
達
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
仏
教
に
言
う
「
ダ
ル
マ

d
h
a
r
m
a
」
と
も
重
な
っ
て
く
る
と
い
う
。

黄
庭
堅
は
仏
教
（
禅
宗
）
に
親
し
ん
だ
文
人
で
あ
る
。
彼
の
詩
学
の
核
心
を
な
す
「
法
」
が

「
ダ
ル
マ
」
と
重
な
る
と
い
う
指
摘
は
、

大
い
に
検
討
に
値
し
よ
う
。



第
一
章
〈
尋
求
完
美
（
完
全
無
欠
な
る
も
の
を
求
め
て
）
〉

黄
庭
堅
と
そ
れ
を
受
け
継
ぐ
江
西
詩
派
の
詩
学
は
南
宋
の
詩
壇
を
席
巻
し
た
。
南
宋
中
後
期
、
十
二
世
紀
か
ら
十
三
世
紀
に
か
け
て

は
金
の
王
若
虚
を
は
じ
め
と
し
て
批
判
的
な
立
場
を
取
る
者
も
あ
ら
わ
れ
る
が
、

そ
れ
も
か
え
っ
て
黄
庭
堅
詩
学
の
影
響
の
大
き
さ
を

物
語
っ
て
い
る
。
王
若
虚
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
厳
羽
『
消
浪
詩
話
』
も
黄
庭
堅
詩
学
に
対
し
て
批
判
的
な
見
解
を
示
し
は
す
る
が
、

ヽ

し
カ

し
黄
庭
堅
の
果
た
し
た
文
学
史
的
な
役
割
を
完
全
に
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
北
宋
初
期
の
晩
唐
詩
の
影
響
を
脱
し
た
詩
人
と
し
て

蘇
献
と
と
も
に
高
く
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
文
学
史
的
位
置
づ
け
は
、

早
に
南
宋
初
期
の
呂
本
中
に
も
見
ら
れ
、
江
西
詩
派
の

系
譜
を
ま
と
め
た
「
江
西
詩
社
宗
派
図
序
」
（
『
苔
渓
漁
隠
叢
話
』
前
集
巻
四
八
）
に
は
、
唐
代
後
期
、
元
和
年
間
か
ら
続
い
た
文
学
史
の

暗
黒
時
期
を
打
破
し
た
の
が
黄
庭
堅
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

呂
本
中
や
厳
羽
の
議
論
に
は
、
唐
代
か
ら
北
宋
へ
と
至
る
詩
史
の
な
か
に
黄
庭
堅
の
詩
を
位
置
づ
け
、
唐
詩
と
比
較
す
る
か
た
ち
で

そ
の
画
期
性
を
認
め
る
と
い
う
共
通
し
た
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
実
は
、
こ
う
し
た
唐
詩
を
意
識
す
る
傾
向
は
当
の
黄
庭
堅
自
身
、
延
い

て
は
広
く
北
宋
の
文
人
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
、
唐
詩
に
詩
の
モ
デ
ル
を
見
出
す
と
い
う
か
た

ち
で
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
北
宋
初
期
に
は
白
居
易
に
倣
う
「
白
体
」
、
李
商
隠
に
倣
う
「
西
毘
体
」
な
ど
が
登
場
す
る
。
だ
が
、

こ
れ
ら
の
試
み
は
い
ず
れ
も
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
結
果
的
に
見
れ
ば
、

モ
デ
ル
と
す
べ
き
唐
詩
、
唐
詩
人
の
選
択
を
誤
っ
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。
そ
の
点
、
黄
庭
堅
の
詩
学
は
、
杜
甫
を
完
全
か
つ
理
想
的
な
詩
的
規
範
、
模
倣
す
べ
き
対
象
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
文
学
史
的
成
功
を
収
め
た
。
黄
庭
堅
は
如
何
に
し
て
杜
甫
を
完
全
無
欠
に
し
て
理
想
的
な
詩
的
規
範
と
し
て
い
っ
た
の
か
。
本
章
は
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
。

〈
詩
与
用
功
（
詩
と
努
力
）
〉
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黄
庭
堅
を
、
例
え
ば
蘇
献
と
比
較
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
の
多
く
は
天
才
型
の
蘇
献
に
対
す
る
努
力
型
の
黄
庭
堅
と
い
う
図
式
を
思
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い
浮
か
べ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
種
の
見
方
は
す
で
に
南
宋
期
に
は
成
立
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
劉
克
荘
「
江
西
詩
派
総
序
・
黄
山
谷
」
が

黄
庭
堅
を
欧
陽
脩
•
蘇
試
と
比
較
し
て
論
ず
る
な
か
、
欧
陽
脩
•
蘇
試
に
つ
い
て
は
「
各
の
其
の
天
才
筆
力
の
至
る
所
を
極
む
」
、
黄

庭
堅
に
つ
い
て
は

「
鍛
錬
勤
苦
し
て
成
る
」
と
見
な
し
て
い
る
よ
う
に
。
ま
た
、
厳
羽
『
消
浪
詩
話
』
詩
弁
は
「
東
披
•
山
谷
に
至
り

て
始
め
て
自
ら
己
の
意
を
出
し
て
以
て
詩
を
為
し
、
唐
人
の
風
変
ず
。
山
谷
の
用
エ

尤
も
深
刻
と
為
す
」
と
述
べ
、
蘇
試
と
黄
庭
堅

が
北
宋
の
詩
史
に
画
期
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
な
か
、
黄
庭
堅
の
「
用
エ
」
に
着
目
し
て
い
る
。
劉
克
荘
の
言
う
「
鍛
錬
勤

苦
」
あ
る
い
は
厳
羽
の
言
う
「
用
エ
（
功
）
」

は
、
以
下
に
見
て
ゆ
く
よ
う
に
黄
庭
堅
詩
学
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
り
、

そ
の
弛
ま

ぬ
詩
的
探
求
の
姿
勢
を
的
確
に
言
い
当
て
て
い
る
。

〈
設
定
辺
界
（
境
界
を
設
定
す
る
）
〉

総
じ
て
宋
人
は
、
数
多
あ
る
文
体
の
う
ち
、

ひ
と
つ
の
文
体
に
注
力
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
と
連
動
す
る
か
の
よ
う

詩
話
』
に
引
く
黄
庭
堅
の
語
は
、
杜
甫
と
韓
愈
を
論
じ
て

に
、
宋
代
の
文
学
論
に
は
詩
と
文
の
ど
ち
ら
を
「
本
色
（
本
領
）
」
と
す
る
か
を
め
ぐ
る
議
論
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
『
後
山

た
く
み

「
韓
は
文
を
以
て
詩
を
為
し
、
杜
は
詩
を
以
て
文
を
為
す
、
故
に
エ
な
ら

ず
」
と
述
べ
る
。
こ
う
し
た
議
論
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
文
学
ジ
ャ
ン
ル
に
関
し
て
「
本
色
」
と
い
う
見
方
が
成
立
し
た
こ
と
、
杜

甫
が
詩
を
「
本
色
」
と
す
る
最
高
の
文
学
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
だ
。
こ
の
よ
う
な
動
き
の
な
か
、
黄
庭
堅
の
詩
学

は
杜
甫
を
規
範
と
し
て
仰
ぐ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

〈
完
美
的
代
価
（
完
全
無
欠
の
代
価
）
〉

完
全
無
欠
な
る
詩
は
容
易
に
は
実
現
で
き
な
い
。
そ
れ
に
見
合
っ
た
代
価
が
求
め
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
辛
苦
に
堪
え
て
孜
孜
た
る
努

力
を
重
ね
る
必
要
が
あ
る
。
黄
庭
堅
は
そ
の
刻
苦
勉
励
、
文
学
創
作
面
の
み
な
ら
ず
現
実
の
人
生
に
も
渉
る
刻
苦
勉
励
の
重
要
性
を
認



識
し
て
い
た
。
例
え
ば
「
書
贈
王
長
源
詩
後
」
に
「
年
来
頭
眩
に
苦
し
み
て
、
苦
思
す
る
能
わ
ず
、
因
り
て
詩
を
廃
す
」
病
ゆ

え
に
「
苦
思
」
に
堪
え
ず
、
作
詩
を
や
め
て
い
る
と
述
べ
る
よ
う
に
、
す
ぐ
れ
た
詩
は
「
苦
思
」
あ
っ
て
こ
そ
生
み
出
さ
れ
る
と
考
え

て
い
た
の
だ
。
同
様
の
言
葉
は
「
答
黎
晦
叔
書
」
に
も
見
え
る
。
な
お
、
こ
の
言
葉
に
も
黄
庭
堅
な
ら
で
は
の
ユ
ニ
ー
ク
な
文
学
観
は

あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
通
常
で
あ
れ
ば
、

そ
し
て
「
自
然
•
自
発
」

の
詩
学
に
お
い
て
は
特
に
、
文
章
を
作
る
に
は
「
苦
思
」
を
排
し
た

安
寧
な
る
状
態
を
こ
そ
確
保
す
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
王
昌
齢
『
詩
格
』
論
文
意
が
「
必
ず
強
い
て
神
を

傷
つ
く
る
を
得
ざ
れ
」
な
ど
と
述
べ
る
よ
う
に
）
。

ま
た
黄
庭
堅
「
答
洪
駒
父
書
」
は
自
ら
の
文
学
創
作
を
振
り
返
っ
て
、
紹
聖
年
間
に
流
嫡
を
経
験
す
る
ま
で
は
「
文
章
を
作
る
斧
斤
」

を
知
ら
な
か
っ
た
が
、
紹
聖
以
後
は
そ
れ
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
言
葉
に
は
、
辛
苦
に
満
ち
た
努
力
を
重

同
様
の
認
識
は
、
「
与
王
観
復

書
」
に
杜
甫
と
韓
愈
を
例
に
挙
げ
て
「
杜
子
美
の
愛
州
に
到
る
よ
り
後
の
詩
、
韓
退
之
の
潮
州
よ
り
朝
に
還
る
後
の
文
章
は
、
皆
な
縄

削
を
煩
わ
さ
ず
し
て
自
ず
か
ら
合
す
」
と
述
べ
る
言
葉
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
杜
甫
や
韓
愈
が
人
生
の
刻
苦
勉
励
の
果
て
に
「
縄
削

ね
る
時
間
の
蓄
積
こ
そ
が
、
詩
の
成
熟
・
完
成
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
と
い
う
認
識
を
見
て
取
れ
る
。

を
煩
わ
さ
ず
し
て
自
ず
か
ら
合
す
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
な
完
全
無
欠
の
文
学
的
境
地
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
）
を
達
成
し
た
と
い

う
見
方
に
は
、
「
用
功
」

の
時
間
的
プ
ロ
セ
ス
に
着
目
す
る
黄
庭
堅
詩
学
の
特
徴
が
見
て
取
れ
る
。

以
上
、
本
章
の
ポ
イ
ン
ト
を
あ
え
て
二
点
に
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
第
一
に
は
、
黄
庭
堅
に
よ
っ
て
杜
甫
が
完

全
無
欠
な
る
詩
的
規
範
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
。
第
二
に
は
、
黄
庭
堅
の
詩
学
に
お
い
て
、
杜
甫
の
よ
う
な
完
全
無
欠
な
る
詩

的
境
地
に
到
達
す
る
た
め
に
は
、
刻
苦
勉
励
の
プ
ロ
セ
ス
を
積
み
重
ね
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
。
続

く
第
二
•
三
章
は
、
後
者
の
刻
苦
勉
励
の
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
さ
ら
に
考
察
を
深
め
る
。

57 



第
二
章
〈
斧
祠
（
お
の
）
〉
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本
章
の
冒
頭
に
は
、
蘇
献
と
黄
庭
堅
の

「
作
文
章
之
法
（
文
章
を
作
る
の
法
）
」
（
「
与
王
観
復
書
」
）
を
め
ぐ
る
姿
勢
の
違
い
が
指
摘
さ

れ
る
。
彼
ら
は
と
も
に
「
法
」

の
存
在
を
認
め
て
い
る
が
、

し
か
し
蘇
試
の
場
合
は
そ
れ
に
拘
泥
し
な
い
。
「
天
才
筆
力
」
を
称
え
ら

れ
た
蘇
賦
に
と
っ
て
「
法
」

は
む
し
ろ
栓
楷
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
そ
れ
を
逃
れ
出
て
ゆ
こ
う
と
す
る
。

そ
の
こ
と
を
端
的
に
示
す
の
は
、
蘇
賦
「
自
評
文
」
が
自
ら
の
文
章
を
水
に
喩
え
て
述
べ
る
次
の
よ
う
な
言
葉
で
あ
る
。
「
吾
が
文

は
万
斜
の
泉
源
の
如
く
、
地
を
択
ば
ず
し
て
皆
な
出
ず
べ
し
。
平
地
に
在
り
て
は
浴
浩
氾
氾
と
し
て
、

一
日
に
千
里
と
雖
も
難
き
は
無

し
。
其
の
山
石
と
曲
折
し
、
物
に
随
い
て
形
を
賦
す
る
に
及
ぶ
や
、
知
る
べ
か
ら
ず
。
知
る
べ
き
所
は
、
常
に
当
に
行
く
べ
き
所
に
行

き
、
常
に
止
ま
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
に
止
ま
る
、
是
く
の
如
き
の
み
。
其
の
他
は
、
吾
と
雖
も
知
る
能
わ
ざ
る
な
り
」
。
「
水
」
と
は
如

何
な
る
形
象
で
あ
る
か
。
蘇
試
は
「
知
る
べ
か
ら
ず
」
「
知
る
能
わ
ず
」
と
繰
り
返
し
て
強
調
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
作
者
自
身
の
制

御
を
超
え
て
、
変
幻
自
在
に
ふ
る
ま
う
不
可
測
の
存
在
と
し
て
の

「水」。

そ
れ
は
ま
さ
に
「
自
由
•
自
発
」

の
詩
学
を
典
型
的
に
象

徴
す
る
形
象
で
あ
る
。
蘇
献
の
詩
学
が
目
指
す
の
は
「
法
」
の
超
克
で
あ
り
、
そ
れ
を
象
徴
す
る
の
が
「
水
」
と
い
う
形
象
で
あ
っ
た
。

一
方
、
黄
庭
堅
は
「
法
」

の
探
求
に
執
着
し
て
い
た
。
本
章
は
黄
庭
堅
に
お
け
る
「
法
」

の
探
求
を
め
ぐ
っ
て
考
察
す
る
が
、

そ
の

際
に
着
目
す
る
の
は
彼
の
文
学
論
の
な
か
に
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
る

「
斧
（
斧
斤
）
」

の
語
で
あ
る
。
こ
の
硬
質
で
重
厚
な
手
応
え
を

備
え
る
エ
具
こ
そ
は
、
黄
庭
堅
に
と
っ
て
の
「
法
」
を
象
徴
す
る
比
喩
形
象
で
あ
っ
た
。
王
氏
自
身
は
こ
う
い
う
言
い
方
は
し
て
い
な

い
が
、
蘇
献
の
詩
学
を
象
徴
す
る
の
が
「
水
」

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
黄
庭
堅
の
詩
学
を
象
徴
す
る
の
は
「
斧
」

で
あ
る
と
言
っ
て
も
い

い
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
両
者
の
資
質
の
違
い
が
如
実
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

〈
穿
過
表
面
（
表
面
を
穿
つ
）
〉

黄
庭
堅
が
「
作
文
章
之
法
」
を
追
い
求
め
た
の
は
、
よ
り
良
い
作
品
を
書
く
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
作
者
と
い
う
立
場
か
ら
「
法
」



を
追
究
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
特
に
重
要
な
の
は
そ
の

「
作
者
」
が
ま
ず
第
一
に
「
読
者
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
、

「
書
く
こ
と
」
が
「
読
む
こ
と
」
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
「
法
」

は
文
学
作
品
の
表
面
に
で
は
な
く
深
奥
に
潜
ん
で

い
る
。
そ
れ
を
見
抜
く
力
は
、
刻
苦
勉
励
を
重
ね
た
「
読
む
こ
と
」
「
読
書
」
に
よ
っ
て
こ
そ
培
わ
れ
る
。
黄
庭
堅
「
与
王
観
復
書
」

に
よ
る
と
、
蘇
試
か
ら
「
作
文
章
之
法
」
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
『
礼
記
』
檀
弓
を
熟
読
せ
よ
と
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
た
黄
庭
堅
は
、

檀
弓
篇
を
数
百
遍
も
熟
読
し
た
結
果
、
文
章
の
善
し
悪
し
を
判
断
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
「
読
書
」

の
努
力
に

よ
っ
て
、
奥
深
く
隠
さ
れ
た
文
章
の

「
法
」
を
見
抜
く
こ
と
を
黄
庭
堅
の
詩
学
は
目
標
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

〈
捜
佳
句
（
佳
句
を
求
め
て
）
〉

黄
庭
堅
「
王
オ
元
舎
人
許
牡
丹
求
詩
」
に
は
「
佳
句
を
捜
さ
ん
と
欲
す
れ
ど
も
春
の
老
ゆ
る
を
恐
る
」
と
い
う
詩
句
が
あ
る
。
こ
の

句
が
説
く
の
は
「
佳
句
を
獲
得
す
る
こ
と
の
難
し
さ
」

で
あ
る
。
佳
句
を
得
る
た
め
に
は
、
多
大
な
労
カ
・
時
間
を
投
入
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
詩
と
は
「
苦
思
」

の
産
物
で
あ
る
。
こ
の
種
の
「
苦
思
」

の
詩
学
と
も
呼
ぶ
べ
き
考
え
方
は
、
中
国
中

世
に
お
い
て
主
導
的
な
位
置
を
占
め
た
「
自
然
•
自
発
」

の
詩
学
と
は
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
後
者
に
お
い
て
は
詩

は
作
者
の
努
力
を
要
せ
ず
し
て
生
み
出
さ
れ
る
、

つ
ま
り
詩
を
作
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
王
氏
に
よ
れ
ば
、
黄
庭
堅
に
お
い
て
「
自
然
•
自
発
」

の
詩
学
と

「
苦
思
」
に
よ
る
佳
句
の
探
求
と
は
相
反
す
る
よ
う
な
関

係
に
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
相
互
に
依
存
し
合
う
よ
う
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
い
う
。

王
氏
が
注
目
す
る
の
は
黄
庭
堅
「
病
起
荊
江
亭
即
事
」

の

「
門
を
閉
じ
句
を
覚
む
陳
無
己
、
客
に
対
し
竜
を
揮
う

秦
少
源
」
。
陳

師
道
は
ひ
と
り
部
屋
に
閉
じ
こ
も
っ
て
苦
吟
に
身
を
よ
じ
る
よ
う
に
し
て
詩
を
書
い
た
が
、
秦
観
の
場
合
は
友
た
ち
を
前
に
筆
を
走
ら

せ
る
と
溢
れ
出
る
よ
う
に
詩
が
作
り
出
さ
れ
た
。
刻
苦
型
の
陳
師
道
と
天
才
型
の
秦
観
と
を
対
比
し
た
詩
句
で
あ
る
。
前
者
は
「
苦
思
」

の
詩
学
に
対
応
す
る
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
黄
庭
堅
が
両
者
を
と
も
に
評
価
し
て
い
る
こ
と
、

の
詩
学
、
後
者
は
「
自
然
•
自
発
」
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一
方
を
支
持
し
て
他
方
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、

ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
立
場
か
ら
二
種
の
詩
学
を
と
ら
え
て
い
る
こ
と
だ
と
い
う
。
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と
こ
ろ
が
南
宋
に
至
る
と
、
二
種
の
詩
学
の
う
ち
前
者
の
「
苦
思
」

の
詩
学
が
黄
庭
堅
の
詩
学
の
核
心
を
な
す
も
の
で
あ
る
か
に
見

な
さ
れ
て
ゆ
く
。
こ
こ
に
は
、
「
苦
思
」
に
よ
っ
て
詩
を
作
っ
た
陳
師
道
が
江
西
詩
派
の
主
要
詩
人
で
あ
っ
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
よ

う
。
結
果
と
し
て
、
黄
庭
堅
や
江
西
詩
派
の
詩
学
に
対
す
る
批
判
が
強
ま
る
な
か
、
「
苦
思
」

の
詩
学
は
主
な
攻
撃
対
象
と
な
っ
て
ゆ

く
。
「
自
然
•
自
発
」
の
詩
学
の
ハ
ー
モ
ニ
ア
ス
な
世
界
に
鱒
を
入
れ
、
毀
損
す
る
も
の
と
し
て
忌
避
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
金
の
元
好
問
「
論
詩
絶
句
三
十
首
」
其
二
十
九
の

「
池
塘
春
草

謝
家
の
春
、

万
古

千
秋
五
字
新
た
な
り
。
伝
語

す
門
を
閉
ざ
す
陳
正
字
、
憐
れ
む
べ
し

補
無
く
し
て
精
神
を
費
や
す
」
に
も
、

そ
の
よ
う
な
忌
避
感
に
立
つ
認
識
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
陳
師
道
の
「
苦
吟
」
に
対
比
さ
れ
る
の
は
、
謝
霊
運
の

「
池
塘
春
草
生
ず
」
な
る
詩
句
。
こ
の
詩
句
は
、
謝
霊
運
が
夢
う
つ

つ
に
謝
恵
連
と
出
会
っ
た
結
果
、
あ
た
か
も
「
神
助
」
を
受
け
る
か
の
よ
う
に
し
て
獲
得
さ
れ
た
と
い
う
（
『
詩
品
』
巻
中
・
謝
恵
連
）
。

こ
の
伝
説
に
よ
れ
ば
、
こ
の
佳
句
を
獲
得
す
る
に
際
し
て
作
者
た
る
謝
霊
運
は
一
切
の
代
価
を
支
払
っ
て
は
い
な
い
。
詩
は
、
詩
人
が

筆
を
動
か
す
ま
で
も
な
く
、
す
で
に
完
全
な
る
か
た
ち
で
存
在
し
て
い
て
、
そ
れ
が
謝
霊
運
に
授
け
ら
れ
る
だ
け
だ
。
詩
は
作
者
の
制

御
を
超
え
た
か
た
ち
で
自
ず
と
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
自
然
•
自
発
」

の
詩
学
の
典
型
的
な
作
品
生
成
の
プ
ロ
セ
ス
が
こ
こ
に

は
見
て
取
れ
る
。
元
好
問
は
、
こ
の
詩
学
の
も
と
に
、
陳
師
道
の
「
苦
吟
」
を
否
定
的
に
見
て
い
る
。
そ
れ
は
、

人
の
魂
を
損
い
傷
つ

け
る
無
益
な
労
苦
に
過
ぎ
な
い
、
と
。

た
だ
し
王
氏
に
よ
れ
ば
、
南
宋
以
降
の

「
苦
思
」

の
詩
学
を
批
判
的
に
と
ら
え
る
文
人
た
ち
に
も
、
黄
庭
堅
の
詩
学
は
広
く
影
響
を

与
え
て
い
た
と
い
う
。
右
に
挙
げ
た
元
好
問
に
し
て
も
、
別
の
「
与
張
仲
傑
郎
中
論
文
」
詩
に
は
「
文
章
は
苦
心
に
出
ず
る
も
、
誰
か

苦
心
を
以
て
為
さ
ん
。
…
…
文
は
字
字
作
る
を
須
め
、
亦
た
字
字
読
む
を
要
む
。
咀
喘
し
て
余
味
有
れ
ば
、
百
過
も
良
に
未
だ
足
ら
ず
」

と
述
べ
て
、
「
苦
心
」

の
重
要
性
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。



〈
斧
祠
（
お
の
）
〉

け
ず

黄
庭
堅
「
謝
公
定
二
苑
秋
懐
五
首
激
予
同
作
」
其
二
（
以
下
「
秋
懐
」
）
に
は
「
鼻
を
断
る
巧
を
懐
く
と
雖
も
、
斧
有
る
も
且
つ
祠
無

の
比
喩
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
最
も
早
く
「
斧
」
の
比
喩
が
用
い
ら
れ
た
例
の
ひ
と
つ
が
『
詩
経
』
醐
風
「
伐

祠
」
で
あ
り
、
「
祠
を
伐
す
る
に
如
何
せ
ん
、
斧
に
匪
ざ
れ
ば
克
く
せ
ず
。
…
…
祠
を
伐
し
何
を
伐
す
、
其
の
則
は
遠
か
ら
ず
」
と
う

し
」
と
あ
っ
て
、
「
斧
」

た
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
斧
の
柄
を
「
則
」
つ
ま
り
則
る
べ
き
「
規
範
」
に
喩
え
て
、
則
る
べ
き
規
範
•
手
本
は
す
ぐ
手
元
に
あ
る
（
伐

り
取
る
斧
の
柄
が
伐
り
取
る
樹
木
の
寸
法
と
な
る
）
と
言
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
黄
庭
堅
の
場
合
は
、
斧
の
柄
が
手
元
に
な
い
、

し
た
が

っ
て
斧
を
駆
使
し
て
鼻
の
先
に
附
い
た
白
堅
を
削
り
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
言
う
の
だ
。

『
詩
経
』
「
伐
桐
」
と
黄
庭
堅
「
秋
懐
」
に
お
い
て

「
斧
桐
」

の
比
喩
が
異
な
っ
た
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、

お
そ

ら
く
誰
も
が
気
づ
く
こ
と
だ
ろ
う
。

し
か
し
、

そ
の
違
い
に
着
目
し
て
深
く
考
察
し
た
者
は
少
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

王
氏
は

こ
の
違
い
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
『
詩
経
』
「
伐
桐
」
に
お
い
て
は
、
樹
木
の
伐
採
に
用
い
る
道
具
と
し
て
の
斧
が
使
用
可
能
な
も

の
と
し
て
手
元
に
あ
る
こ
と
は
当
た
り
前
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
黄
庭
堅
に
お
い
て
は
そ
う
で
は
な
い
。
斧
の
柄
が
手

元
に
無
く
、

そ
の
た
め
斧
を
使
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
。
こ
こ
で
は
、

比
喩
の
重
点
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
。
『
詩
経
』
「
伐
桐
」

に
お
い
て
「
斧
桐
」

は
、
前
提
と
し
て
則
る
べ
き
「
規
範
」

の
比
喩
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
黄
庭
堅
に
お
い
て
は
獲
得
す
べ
き
希
求
の

対
象
と
し
て
の

「
道
具
・
エ
具
」

の
比
喩
と
な
っ
て
い
る
、
と
。

一
見
、
些
細
な
違
い
で
あ
る
か
の
よ
う
だ
が
、
黄
庭
堅
詩
学
に
と
っ
て
の

「
道
具
・
エ
具
」

の
比
喩
が
持
つ
特
別
な
意
味
合
い
を
鋭

＜
袂
り
出
す
指
摘
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
、

い
ち
い
ち
指
摘
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
本
書
に
は
一
見
す
る
と
些
細
な
違
い
の
な
か
に

根
本
的
な
知
の
断
層
を
見
出
す
よ
う
な
指
摘
が
少
な
か
ら
ず
な
さ
れ
る
。
本
書
の
す
ぐ
れ
た
点
の
ひ
と
つ
と
言
え
よ
う
。

け

ず

た

く

み

〈
断
鼻
巧
（
鼻
先
を
断
る
匠
の
技
）
〉
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け
ず

前
掲
の
黄
庭
堅
「
秋
懐
」
に
は
「
鼻
を
断
る
巧
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
『
荘
子
』
徐
無
鬼
の
故
事
に
基
づ
く
。
郡
国
の
人
が
鼻
の
尖

62 

端
に
附
け
た
白
堅
を
工
匠
に
削
り
取
ら
せ
た
。
エ
匠
は
す
ば
や
く
斧
を
振
る
い
、
鼻
を
傷
つ
け
る
こ
と
な
く
き
れ
い
に
削
り
落
と
し
た
。

そ
れ
を
聞
き
つ
け
た
宋
の
君
王
が
エ
匠
を
呼
び
寄
せ
、

そ
の
神
技
を
見
せ
て
み
よ
と
命
じ
た
と
こ
ろ
、

工
匠
は
相
方
（
協
力
者
、
白
堅

を
鼻
先
に
附
け
た
人
）
が
死
ん
だ
の
で
無
理
だ
と
断
っ
た
と
い
う
。
黄
庭
堅
は
こ
の
故
事
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
や
は
り
重
点
を
微
妙
に

ず
ら
し
て
い
る
。
『
荘
子
』
で
は
相
方
の
不
在
が
焦
点
と
な
っ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
斧
（
斧
の
柄
）

の
不
在
が
焦
点
と
な
っ
て
い
る
。

黄
庭
堅
は
、
エ
具
と
そ
れ
を
正
し
く
用
い
る
技
芸
を
希
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
様
の
希
求
を
語
っ
た
例
と
し
て
は
「
留
王
郎
世
弼
」

お

の

め

ぐ

妙
質
を
懐
き
、
柳
か
吾
が
斤
を
運
ら
さ
ん
と
欲
す
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

詩
の

「
郡
人

『
荘
子
』
の
故
事
と
の
違
い
は
さ
ら
に
次
の
点
に
も
見
出
さ
れ
る
。
『
荘
子
』
に
お
い
て
エ
匠
の
技
芸
は
所
与
の
前
提
と
な
っ
て
お

り
、
当
の
エ
匠
が
如
何
に
し
て
そ
の
技
芸
を
獲
得
し
た
か
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
関
心
を
示
し
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
黄
庭
堅
は
、

そ

子 こ
に
関
心
を
示
す
。
例
え
ば
、

学
は
俗
を
邁
え
、
杜
を
窺
い
て
禰
窓
に
見
る
。
試
み
に
郡
人
の
鼻
を
断
ら
ん
と
す
る
も
、
未
だ
手
を
傷
つ
く
る
の
創
を
免
れ
ず
」
、

「
奉
答
謝
公
定
与
栄
子
邑
論
秋
元
規
孫
少
述
詩
長
韻
」
詩
は
、
秋
元
規
と
孫
少
述
の
詩
に
つ
い
て

秋
と
孫
が
杜
甫
の
詩
の
境
地
を
目
指
し
つ
つ
も
、
ま
だ
そ
こ
に
は
達
し
て
い
な
い
と
述
べ
る
。
「
傷
手
創
」

は
『
老
子
』
七
十
四
章
に

基
づ
く
語
。
木
を
削
る
と
き
手
に
怪
我
を
し
な
い
匠
こ
そ
が

「
大
匠
」
だ
と
老
子
は
言
う
。
『
老
子
』
も
『
荘
子
』
と
同
じ
く
、
完
全

な
る
技
芸
を
備
え
た
者
を
所
与
の
前
提
と
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
黄
庭
堅
が
焦
点
化
す
る
の
は
、
完
全
な
る
技
芸
の
獲
得
を
目
指
す

途
上
に
あ
っ
て
必
死
に
努
力
す
る
者
で
あ
る
。
特
に
「
禰
窓
に
見
る
」
と
い
う
言
い
方
に
は
、
ま
だ
「
室
」
に
は
入
れ
な
い
中
途
段
階

に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
完
全
を
目
指
し
て
努
力
す
る
そ
の
一
歩
一
歩
、

そ
れ
が
詩
を
学
ぶ
者
に
と
っ
て
は
不
可
欠
の
階
梯
で

デ
ィ
メ
ン
シ
ョ
ン

王
氏
は
、
こ
う
し
て
段
階
を
追
っ
て
進
歩
す
る
と
い
う
「
時
間
の
緯
度
」
を
導
入
し

あ
る
こ
と
に
黄
庭
堅
は
着
目
す
る
の
で
あ
る
。

た
点
に
黄
庭
堅
詩
学
の
特
徴
が
存
す
る
と
す
る
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
三
章
で
引
き
続
き
論
じ
ら
れ
る
）
。



〈
方
法
及
其
最
終
超
越
（
法
と
そ
の
超
克
）
〉

黄
庭
堅
の
詩
論
に
は
「
斧
」
「
桐
」
「
規
矩
」
「
縄
墨
」
な
ど
、
木
工
を
は
じ
め
と
す
る
職
人
の
技
芸
や
職
人
が
用
い
る
エ
具
に
関
す

る
術
語
が
、

「
法
（
詩
法
）
」

の
比
喩
•
象
徴
と
し
て
好
ん
で
用
い
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
黄
庭

堅
が
最
終
的
に
は
そ
れ
ら
の
エ
具
と
そ
れ
に
基
づ
く
技
術
、
す
な
わ
ち
「
法
」
を
超
越
・
超
克
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

そ

れ
を
端
的
に
示
す
の
が
、
黄
庭
堅
が
重
視
し
た
「
縄
削
を
煩
わ
さ
ず
し
て
自
ず
か
ら
合
す
」
と
い
う
命
題
で
あ
る
（
も
と
は
韓
愈
「
南

陽
焚
紹
述
墓
誌
銘
」
が
焚
紹
述
の
文
章
の
「
放
恣
横
縦
に
し
て
、
統
紀
す
る
所
無
し
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
な
境
地
を
称
え
た
言
葉
）
。

工
具
を

用
い
な
が
ら
も
そ
の
痕
跡
が
抹
消
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
と
さ
ら
に
技
巧
を
発
揮
す
る
ま
で
も
な
く
、

し
か
る
べ
き
規
範
に
か
な
っ
た

理
想
の
作
品
が
生
み
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
。
黄
庭
堅
は
繰
り
返
し
こ
の
言
葉
を
語
っ
て
お
り
、
「
与
王
観
復
書
」

で
は
杜
甫
•
韓
愈

に
つ
い
て

「
題
意
可
詩
後
」

で
は
陶
淵
明
に
つ
い
て
、
「
題
李
白
詩
草
後
」

で
は
李
白
の
書
に
つ
い
て
、
「
題
顔
魯
公
帖
」

で
は
顔
真

卿
の
書
に
つ
い
て
、
こ
の
語
を
用
い
て
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
（
王
氏
は
「
題
顔
魯
公
帖
」
を
挙
げ
て
い
な
い
が
、
こ
こ
に
は
「
法
度
」

に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
と
の
対
比
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
重
要
な
資
料
で
あ
る
）
。

中
国
の
詩
学
に
お
い
て
、
「
法
」

の
超
克
と
い
う
命
題
は
古
く
よ
り
存
在
し
て
お
り
、

そ
れ
が

「
自
然
•
自
発
」
の
詩
学
の
伝
統
を

形
作
っ
て
き
た
。
黄
庭
堅
も
ま
た
、

一
面
で
は
そ
の
伝
統
を
受
け
継
い
で
い
た
こ
と
は
す
で
に
触
れ
た
通
り
で
あ
る
。
黄
庭
堅
の
新
し

さ
は
、
「
法
」

の
超
克
は

「法」

1
1

工
具
を
駆
使
し
な
が
ら
一
歩
一
歩
努
力
を
積
み
重
ね
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
実
現
で
き
る
と

し
た
点
に
あ
る
。
最
終
的
に
は
「
法
」

の
痕
跡
が
抹
消
さ
れ
う
る
よ
う
な
境
地
へ
と
到
達
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
が
、
そ
こ
に
た

ど
り
つ
く
た
め
に
は
「
法
」
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
だ
。
同
様
の
認
識
は
、
「
渓
上
吟
」
序
が
陶
淵
明
を
称
え
て
「
其

の
滲
然
と
し
て
拘
系
す
る
所
無
き
に
当
た
る
も
、
規
矩
準
縄
の
間
に
依
依
た
り
」
と
述
べ
る
の
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。

右
に
見
た
よ
う
な
黄
庭
堅
の
詩
学
は
、
南
宋
の
文
人
た
ち
に
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
呂
本
中
の

「
活
法
」
論
で
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あ
る
。
呂
本
中
「
夏
均
父
集
序
」
（
劉
克
荘
「
江
西
詩
派
総
序
」
引
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
詩
を
学
ぶ
に
は
『
活
法
』
を
知
る
必

64 

要
が
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
活
法
と
は
、
規
則
を
守
り
つ
つ
も
、
規
則
の
外
に
超
え
出
る
こ
と
で
あ
る
。
量
り
知
れ
な
い
よ
う
な
変
化

を
遂
げ
つ
つ
も
、
規
則
を
踏
み
外
さ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
道
に
お
い
て
は
、
定
法
は
あ
る
が
定
法
無
く
、
定
法
無
く
し
て
定

法
が
あ
る
の
だ
。

こ
れ
を
解
す
る
者
こ
そ
、

と
も
に
定
法
を
語
り
合
え
る
。
謝
眺
は
言
っ
て
い
る
。
『
好
詩
転
円
、
美
如
弾
丸
（
良

き
詩
は
ま
ろ
や
か
に
し
て
滑
ら
か
、

そ
の
完
全
無
欠
な
る
こ
と
球
体
の
弾
丸
に
も
似
る
）
』
と
。
こ
れ
こ
そ
が
活
法
で
あ
る
。
近
ご
ろ
で

は
、
た
だ
黄
庭
堅
ひ
と
り
が
そ
れ
ま
で
の
作
品
の
弊
を
一
変
し
た
。

そ
れ
を
学
ん
だ
後
進
た
ち
も
進
む
べ
き
途
を
理
解
し
て
い

゜

と」 る
。
精
魂
を
傾
け
知
力
を
極
め
、
規
則
を
正
し
く
制
御
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
量
り
知
れ
な
い
変
化
を
達
成
で
き
る
よ
う
に
な
る
、

と
そ
の
超
克
と
い
う
黄
庭
堅
詩
学
の
基
本
命
題
を
発
展
•
深
化
さ
せ
た
も
の
と

こ
の

「
活
法
」
こ
そ
は
、

「法」

「
規
矩
」

-
E

え
る
。
呂
本
中
は
、
「
活
法
」
に
よ
っ
て

「
転
円
」
あ
る
い
は
「
変
化
不
測
」
と
形
容
さ
れ
る
よ
う
な
「
自
然
•
自
発
」

の
ハ
ー
モ

一
ア
ス
な
境
地
に
到
達
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。

本
章
の
冒
頭
で
は
、
「
法
」
を
重
視
す
る
黄
庭
堅
と
、
「
法
」
を
否
定
し
「
自
然
•
自
発
」
を
追
究
し
た
蘇
試
を
対
比
さ
せ
て
い
た
。

一
見
す
る
と
、
黄
庭
堅
は
蘇
献
の
対
極
に
位
置
す
る
か
に
見
え
る
が
、
事
態
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
本
章
の
末
尾
で
王
氏
は
、

黄
庭
堅
に
と
っ
て
の

「
法
」
が
複
雑
微
妙
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
次
の
点
を
指
摘
す
る
。
黄
庭
堅
は
「
完
美
」

の

追
究
（
第
一
章
で
論
じ
た
問
題
）
の
た
め
に
必
要
な
手
段
と
し
て
の

「
法
」
を
重
要
視
し
た
の
で
あ
っ
て
、

「
法
」
を
目
的
と
し
て
神
聖

視
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
。

第
三
章
〈
霧
豹
（
霧
の
な
か
の
豹
）
〉

「
霧
豹
」
（
豹
は
山
中
の
霧
の
な
か
、
七
日
間
、
飲
ま
ず
食
わ
ず
で
過
ご
す
こ
と
に
よ
り
、
身
体
の
紋
様
を
美
し
い
も
の
と
す
る
）
は
、
文
学



作
品
に
お
け
る
完
全
無
欠
な
る
美
の
追
究
を
象
徴
す
る
故
事
で
あ
る
。
本
章
は
、
黄
庭
堅
詩
学
に
お
い
て
「
霧
豹
」
の
故
事
が
持
つ
意

味
合
い
を
め
ぐ
っ
て
考
察
す
る
が
、

そ
れ
に
先
だ
っ
て
冒
頭
で
は
、
黄
庭
堅
に
お
け
る
「
文
（
文
章
）
」
と
「
道
」

の
関
係
が
論
じ
ら

れ
る
。王

氏
に
よ
れ
ば
、
黄
庭
堅
の
詩
学
に
お
い
て
文
学
に
お
け
る
「
法
」
、
す
な
わ
ち
技
巧
•
技
法
は
、

つ
ね
に
そ
れ
を
超
え
た
大
き
な

価
値
の
体
系
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
「
次
韻
楊
明
叔
四
首
」

の
序
に
は
「
文
章
な
る
者
は
、
道
の
器
な
り
」
と
述
べ
て

い
る
。
こ
れ
は
当
時
の
思
想
史
的
文
脈
に
位
置
づ
け
る
な
ら
ば
文
学
否
定
論
に
傾
く
と
見
え
な
く
も
な
い
が
、

む
し
ろ
「
道
」
と
い
う

至
高
の
存
在
を
実
現
す
る
た
め
の
「
器
」

1
1
道
具
と
し
て
の

ゆ
る

〈
文
如
霧
豹
容
窺
管
（
文
は
霧
豹
の
如
く
管
を
窺
う
を
容
す
）
〉

「法」

の
価
値
を
認
め
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。

冒
頭
の
考
察
を
受
け
て
、
こ
こ
で
も
ま
ず
「
文
章
」
と
「
道
」

の
関
係
に
つ
い
て
の
黄
庭
堅
の
問
題
意
識
（
そ
れ
は
文
学
の
社
会
的
効

用
を
問
う
こ
と
と
も
重
な
る
）
が
論
じ
ら
れ
る
。

黄
庭
堅
「
答
洪
駒
父
書
」
に
は
「
文
章
は
最
も
儒
者
の
末
事
と
為
す
」
と
、
文
学
の
価
値
を
「
経
世
」
の
観
点
か
ら
否
定
的
に
と
ら

え
る
言
葉
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
続
け
て
黄
庭
堅
は
「
然
れ
ど
も
之
を
学
ぶ
を
索
め
ん
と
す
れ
ば
又
た
其
の
曲
折
（
細
部
）
を
知

ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
幸
わ
く
は
之
を
熟
思
せ
よ
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
続
け
て
文
学
の
美
的
価
値
に
つ
い
て
、
イ
メ
ー
ジ
豊
か
な
言
葉
を

世
を
経
め
ず
、
何
ぞ
糸
棄
の
露
珠
を
綴
る
に
異
な
ら
ん
や
」

連
ね
て
論
じ
て
い
る
。
他
に
「
戯
呈
孔
毅
父
」
詩
に
も
「
文
章
の
功
用

と
あ
っ
て
、

い
っ
た
ん
は
「
経
世
」

の
観
点
か
ら
「
文
章
」

の
価
値
を
否
定
し
つ
つ
も
、
珠
な
す
露
の
し
ず
く
が
き
ら
め
く
蜘
蛛
の
巣

に
喩
え
る
か
た
ち
で
文
学
の
美
を
称
え
る
言
葉
が
見
え
る
。

王
氏
に
よ
れ
ば
、
黄
庭
堅
は
社
会
的
効
用
の
欠
如
を
も
っ
て
文
学
の
美
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
そ
れ
を
肯
定
し
称
賛
し

て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
黄
庭
堅
の
文
学
観
を
象
徴
す
る
詩
的
形
象
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
す
な
わ
ち
「
霧
豹
」
で
あ
る
。
例
え
ば
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「
次
韻
奉
答
文
少
激
推
官
紀
贈
二
首
」
其
一
に
は
「
文
は
霧
豹
の
如
く
管
を
窺
う
を
容
し
、
気
は
霊
犀
の
似
＜
塵
を
避
く
べ
し
」
と
あ

66 

る
。
「
管
」
か
ら
覗
き
見
た
「
豹
」
と
は
、
『
世
説
新
語
』
方
正
に
見
え
る
王
献
之
の
故
事
に
基
づ
く
。
こ
の
故
事
は
、
管
の
小
さ
な
穴

か
ら
は
対
象
の
全
体
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
も
の
だ
が
、
こ
こ
で
も
黄
庭
堅
は
故
事
の
焦
点
を
微
妙
に
ず
ら

し
、
管
か
ら
覗
き
見
た
「
豹
」

の
紋
様
の
美
し
さ
に
着
目
し
て
い
る
の
だ
。

〈
南
山
濃
霧
豹
成
文
（
南
山
の
濃
霧

豹
は
文
を
成
す
）
〉

「豹」

は
『
文
心
離
龍
』
原
道
に
「
虎
豹
は
柄
蔚
を
以
て
姿
を
凝
ら
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
古
く
か
ら
文
章
の
美
を
あ
ら
わ
す
形
象

と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。
黄
庭
堅
は
こ
れ
に
「
霧
」
と
い
う
要
素
を
加
え
た
。
こ
れ
は
些
細
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
無
視
で
き
な
い

も
の
を
含
ん
で
い
る
。
「
豹
」
と
い
う
形
象
を
「
霧
」
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
黄
庭
堅
は
何
を
見
出
そ
う
と
し
た
の
か
。

「
霧
」
と
「
豹
」
と
の
結
び
つ
き
は
古
く
、
『
列
女
伝
』
陶
答
子
妻
や
『
荘
子
』
山
木
な
ど
に
見
え
る
。
そ
れ
ら
の
故
事
に
お
い
て
、

隠
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
。
と
こ
ろ
が
黄
庭
堅
は
、

豹
が
美
し
い
紋
様
を
作
り
出
す
た
め
に
霧
の
な
か
で
時
を
過
ご
す
の
は
世
俗
の
危
険
を
避
け
る
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
霧
豹
」

は
い
わ
ゆ
る
隠
逸
に
も
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
謝
眺
「
之
宣
城
郡
出
新
林
浦
向
板
橋
」
に
「
玄
豹
の
姿
無
し
と
雖
も
、
終
に
南
山
の
霧
に

か
か
る
伝
統
的
な
「
霧
豹
」
の
形
象
に
関
す
る
比
喩
の
重
点
を
微
妙
に
移
し

豹
は
霧
に
蔵
る
」
、
「
次
韻
和
台
源
諸
篇
九
首
•
霊
寿
台
」
に
「
虎

替
え
て
ゆ
く
。
例
え
ば
、
「
次
韻
道
輔
双
嶺
見
寄
三
畳
」
に
「
文
彩

豹
の
文
章

霧
雨
に
蔵
る
」
、
「
次
韻
郭
右
曹
」
に
「
南
山
の
濃
霧

豹
は
文
を
成
す
」
と
述
べ
る
の
は
、

い
ず
れ
も
危
険
を
避
け
る
こ

と
や
隠
逸
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
離
れ
て
、
完
全
な
る
文
学
の
美
と
そ
れ
を
生
み
出
す
も
の
と
し
て
の
「
霧
」
に
重
点
を
置
い
た
も

の
で
あ
る
。

「
霧
」
と
は
、
労
苦
の
象
徴
で
あ
り
、

そ
れ
が
あ
っ
て
こ
そ
美
し
い

「
文
」
と
い
う
目
的
が
達
成
さ
れ
る
。
「
文
」

の
実
現
の
た
め

に
は
「
技
法
」
の
修
練
と
作
者
の
人
格
の
陶
冶
が
必
要
と
な
る
黄
庭
堅
の
「
霧
豹
」

の
形
象
が
指
し
示
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ



う
な
詩
学
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
問
題
の
焦
点
は
「
文
章
の
美
」

プ

ロ

セ

ス

メ

カ

ニ

ズ

ム

か
ら
「
文
章
の
美
を
生
み
出
す
過
程
・
機
制
」

へ
と
移
っ
て
ゆ

く
の
で
あ
る

〈
”
養
II

的
話
語
（
「
養
」
を
め
ぐ
る
言
説
）
〉

前
節
に
述
べ
た
点
に
関
連
し
て
注
目
す
べ
き
は
「
養
」
を
め
ぐ
る
黄
庭
堅
の
言
説
で
あ
る
。
こ
こ
で
取
り
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
友
人

が
建
て
た
「
願
軒
」
を
詠
じ
た
「
願
軒
詩
六
首
」

の
序
文
で
あ
る
。
「
願
」
と
は
『
周
易
』
の
卦
で
あ
り
、

「
養
」
と
同
義
の
語
。
黄
庭

堅
は
「
養
」

を
め
ぐ
っ
て
多
種
多
様
な
故
事
を
連
ね
て
論
ず
る
。
例
え
ば
、
『
荘
子
』
に
見
え
る
包
丁
や
蝉
採
り
の
せ
む
し
の
故
事
。

も
と
は
、
言
葉
で
は
説
明
で
き
な
い
技
芸
の
神
秘
性
を
述
べ
た
故
事
で
あ
る
が
、
黄
庭
堅
は
そ
れ
を
「
養
」

の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
置
き

換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
技
芸
を
習
得
す
る
プ
ロ
セ
ス
と
そ
れ
に
伴
う
辛
苦
を
焦
点
化
す
る
。
同
じ
こ
と
は
、
こ
の
序
に
引
か
れ
る
『
詩

経
』
衛
風
「
洪
奥
」
の
「
切
磋
琢
磨
」
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
こ
の
詩
句
は
、
も
と
は
磨
き
あ
げ
ら
れ
た
玉
の
美
し
さ
に
着
目
し
た
も

の
だ
が
、
黄
庭
堅
は
玉
が
磨
き
あ
げ
ら
れ
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
を
焦
点
化
す
る
。
王
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
は
刻
苦

勉
励
の
プ
ロ
セ
ス
あ
っ
て
こ
そ
完
全
な
る
美
は
達
成
さ
れ
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。

以
上
、
本
章
で
は
、
黄
庭
堅
の
詩
学
が
、
「
霧
豹
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
美
の
獲
得
に
向
け
て
の
刻
苦
勉
励
の
プ
ロ
セ
ス
を
重
視

し
て
い
た
こ
と
を
論
じ
た
。
以
下
の
第
四
•
五
章
で
は
、
黄
庭
堅
詩
学
の
背
後
に
あ
っ
て
、

そ
れ
を
支
え
て
い
た
書
物
・
出
版
文
化
を

論
ず
る
。

第
四
章
〈
読
書
〉

前
章
の
末
尾
に
挙
げ
た
「
願
軒
詩
」

の
序
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
黄
庭
堅
は
歴
代
の
書
物
の
な
か
に
見
え
る
さ
ま
ざ
ま
な

故
事
を
、
自
ら
の
問
題
意
識
の
も
と
に
並
べ
連
ね
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
再
統
合
す
る
か
た
ち
で
新
た
な
理
論
的
視
野
を
獲
得
し
て
い
っ
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た
。
黄
庭
堅
の
詩
学
は
、
こ
の
よ
う
に
先
行
テ
ク
ス
ト
を
幅
広
く
読
む
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
読
書
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
。
本
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章
は
、
こ
の
「
読
書
」
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
。

〈
従
苦
吟
到
苦
読
（
苦
吟
か
ら
苦
読
へ
）
〉

古
来
、
「
読
書
」
は
さ
ま
ざ
ま
な
象
徴
性
を
帯
び
て
い
た
。
例
え
ば
、
陶
淵
明
に
と
っ
て
は
「
読
山
海
経
」
詩
に
「
既
に
耕
し
亦
た

已
に
種
え
、
時
に
還
た
我
が
書
を
読
む
」
と
あ
る
よ
う
に
、
晴
耕
雨
読
の
隠
逸
生
活
を
象
徴
す
る
営
み
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
の
「
読
書
」

は
、
そ
れ
自
体
が
ひ
と
つ
の
目
的
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
と
言
っ
て
い
い
。
と
こ
ろ
が
黄
庭
堅
の
場
合
、
「
読
書
」
は
「
古
人
に
見

ゆ
る
」
た
め
の
手
段
と
も
見
な
さ
れ
て
い
た
。
「
洪
氏
四
甥
字
序
」
に
は
「
書
冊
」
に
つ
い
て
「
祠
を
執
り
て
以
て
桐
を
伐
る
」
と
あ

っ
て
、
書
物
は
「
斧
桐
」
と
同
様
の
エ
具
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
見
過
ご
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
黄
庭
堅
の
「
読
書
」
観
の
特

質
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
黄
庭
堅
な
ら
で
は
の
「
読
書
」
観
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
、
そ
れ
が
辛
苦
に
満
ち
た
営
み
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
点
を
挙
げ
る

た

の

し

み

か

こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
「
和
邪
惇
夫
秋
懐
十
首
」
其
十
に
は
「
邪
子
北
窓
に
臥
す
、
秋
を
吟
ず
れ
ば
意
は
椋
を
少
く
。
読
書

意
を
用
う
る
こ
と
苦
し
く
、
血
を
嘔
き
て
乃
翁
を
驚
か
す
」
と
述
べ
る
。
邪
居
実
（
字
惇
夫
）
の
読
書
は
、
中
唐
期
の
詩
人
た
ち
の

の
読
書
面
で
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
「
苦
読
」
と
言

「
苦
吟
」
に
も
似
た
血
の
滲
む
よ
う
な
苦
行
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
「
苦
吟
」

っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
王
氏
は
、
黄
庭
堅
の
「
苦
読
」
に
つ
い
て
、
中
唐
以
降
の
詩
歌
観
の
転
換
過
程
の
完
成
態
と
見
な
す

こ
と
も
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
興
味
深
い
指
摘
で
あ
る
。

以
上
の
点
に
関
連
し
て
、
本
節
で
は
「
寄
黄
幾
復
」
詩
を
重
点
的
に
取
り
あ
げ
分
析
を
加
え
る
。
本
詩
に
は
、
黄
庭
堅
の
詩
を
論
ず

る
際
に
よ
く
言
及
さ
れ
る
「
桃
李
春
風
一
杯
の
酒
、
江
湖
夜
雨
十
年
の
灯
」
と
い
う
一
聯
が
あ
る
。
こ
の
聯
の
後
句
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
が
難
解
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
論
者
が
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
を
試
み
て
き
た
。
王
氏
は
、
こ
の
後
句
を
「
苦
読
」
と
い



う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
当
て
は
め
て
読
解
す
る
。
前
句
に
述
べ
ら
れ
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
で
優
美
な
情
景
の
背
後
に
秘
め
ら
れ
た
刻
苦
勉

励
の
読
書
生
活
を
述
べ
た
も
の
、

つ
ま
り
黄
介
（
字
幾
復
）
の
十
年
に
及
ぶ
灯
火
の
下
で
の
学
問
•
読
書
を
う
た
っ
た
も
の
だ
、

と。せ
ま

「
地
蝙

こ
の
解
釈
を
導
く
に
際
し
て
、

王
氏
は
本
詩
の
二
年
後
、
同
じ
く
黄
介
に
向
け
て
書
か
れ
た
「
次
韻
幾
復
和
答
所
寄
」
詩
の

く
し
て
未
だ
長
袖
の
舞
に
堪
え
ず
、
夜
寒
く
し
て
空
し
く
短
槃
の
灯
に
対
す
」
と
い
う
一
聯
（
同
韻
を
用
い
る
な
ど
右
の
一
聯
に
対
応
す

る
）
に
着
目
す
る
。
「
短
槃
灯
」
は
、
韓
愈
「
短
灯
槃
歌
」
が
苦
学
す
る
書
生
の
か
た
わ
ら
に
あ
る
も
の
と
し
て
う
た
っ
て
以
来
、
宋

代
に
は

「
苦
読
」

の
シ
ン
ボ
ル
と
な
る
。
さ
し
ず
め
近
代
日
本
の
苦
学
生
に
と
っ
て
の

「
火
鉢
」
か
（
「
学
問
の
さ
び
し
さ
に
堪
へ
炭
を

つ
ぐ
」
山
口
誓
子
）
。
こ
の

「
短
槃
灯
」
と
同
じ
方
向
で
該
詩
の

「
十
年
灯
」
を
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。

〈
書
籍
閲
読
与
詩
歌
写
作
（
書
物
を
読
む
こ
と
と
詩
を
書
く
こ
と
）
〉

か
く
し
て
黄
庭
堅
は
、
「
読
書
」
こ
そ
が
す
ぐ
れ
た
創
作
を
可
能
に
す
る
と
の
見
方
を
強
調
す
る
に
至
る
。
例
え
ば
、
「
与
王
観
復
書
」

に
「
読
書
未
だ
精
博
な
ら
ざ
る
の
み
」
、
「
政
書
柳
子
厚
詩
」
に
「
読
書
未
だ
万
巻
を
破
ら
ず
」
と
述
べ
て
、
作
詩
が
不
備
な
の
は

読
書
が
十
分
で
は
な
い
か
ら
だ
と
い
う
見
方
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
答
洪
駒
父
書
」
に
「
一
字
と
し
て
来
処
無
き
は
無
し
」
、
「
畢

憲
父
詩
集
序
」
に
「
語
に
皆
な
従
り
て
来
た
る
所
有
り
て
、
虚
し
く
は
道
わ
ず
、
博
＜
群
書
を
極
む
る
者
に
非
ざ
れ
ば
之
を
読
み
て
昭

然
た
る
能
わ
ず
」
と
述
べ
て
、
す
ぐ
れ
た
文
学
は
読
書
に
よ
っ
て
先
人
の
成
果
を
う
ま
く
取
り
入
れ
て
い
る
と
い
う
見
方
を
示
し
て
い

る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
種
の
見
方
は
古
く
か
ら
語
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
桓
諄
『
新
論
』
に
見
え
る
揚
雄
の
語
に
「
能
く
千
篇
の
賦

を
読
め
ば
、

則
ち
善
＜
之
を
為
さ
ん
」
、
杜
甫
「
奉
贈
茸
左
丞
丈
二
十
二
韻
」
に
「
読
書

万
巻
を
破
り
、
筆
を
下
せ
ば
神
有
る
が
如

し
」
と
あ
る
よ
う
に
。
黄
庭
堅
は
そ
れ
を
実
効
性
の
あ
る
「
法
」
、
す
な
わ
ち
手
段
・
エ
具
と
し
て
位
置
づ
け
た
点
で
注
目
さ
れ
る
。

〈
従
広
博
到
精
熟
（
広
博
か
ら
精
熟
へ
）
〉

黄
庭
堅
は
、
「
読
書
」
に
つ
い
て

「
博
」
「
広
」
だ
け
で
は
な
く
「
精
」
「
熟
」
も
求
め
た
。
「
精
」
「
熟
」
に
よ
っ
て

「
斧
桐
」

，
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具
と
し
て
の
書
物
を
自
在
に
操
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
求
め
た
。
こ
う
し
た
「
読
書
」
観
は
、
出
版
文
化
が
発
達
し
、
書
物
が
あ
る

程
度
普
及
し
た
北
宋
十
一
世
紀
の
時
代
環
境
の
反
映
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
書
物
が
あ
ま
り
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
時
代
を
生
き
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た
杜
甫
に
と
っ
て
の

「
万
巻
」
は
あ
る
意
味
で
虚
構
の
数
字
で
あ
っ
た
が
、
黄
庭
堅
の
生
き
た
時
代
に
あ
っ
て
は
か
な
り
現
実
味
を
帯

び
た
数
字
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
環
境
の
な
か
に
身
を
置
い
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
黄
庭
堅
は
単
な
る
「
博
」
「
広
」
に
反
対
し
、

「
精
」
「
熟
」
を
こ
そ
目
指
し
た
の
で
あ
る
。

〈
蔵
書
和
読
書
（
蔵
書
と
読
書
）
〉

顔
之
推
『
顔
氏
家
訓
』
勉
学
は

「
若
し
能
く
常
に
数
百
巻
の
書
を
保
た
ば
、
千
載
も
終
に
小
人
と
為
ら
ざ
る
な
り
」
百
巻
の
書

を
手
元
に
置
い
て
お
け
ば
、
そ
れ
を
読
む
こ
と
を
通
し
て
君
子
と
し
て
の
人
格
を
維
持
で
き
る
と
述
べ
る
。
顔
之
推
の
生
き
た
中
世
写

本
時
代
に
は
「
書
を
保
つ
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
蔵
書
は
「
書
を
読
む
」
こ
と
を
意
味
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
蔵
書
と
読
書
は

ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
書
物
が
普
及
し
て
蔵
書
量
が
急
増
し
た
北
宋
十
一
世
紀
の
場
合
は
事
情
が
異
な
る
。
蔵
書
と
読
書
と
は
必
ず
し
も
重
な

ら
な
く
な
っ
て
く
る
。
平
た
く
言
え
ば
、
書
物
を
蔵
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、

そ
れ
を
読
ん
で
い
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
黄

庭
堅
「
題
宗
室
大
年
永
年
画
」
に
は
「
胸
中
に
数
百
巻
の
書
を
有
す
」
と
述
べ
る
言
莱
が
あ
る
。
「
胸
中
に
数
百
巻
の
書
を
有
」

し
て

こ
そ
、
す
ぐ
れ
た
画
が
生
み
出
さ
れ
る
、
と
。
「
胸
中
に
」
と
言
う
の
は
、
当
然
な
が
ら
、

そ
れ
を
読
ん
で
い
る
こ
と
、
「
精
」
「
熟
」

な
る
「
読
書
」
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
言
う
の
だ
が
、
王
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
黄
庭

堅
の
生
き
た
時
代
に
は
「
数
百
巻
の
書
」
を
蔵
す
る
者
は
あ
り
ふ
れ
て
お
り
、

た
だ
「
数
百
巻
の
書
を
有
す
」
と
言
っ
た
だ
け
で
は
そ

れ
を
読
ん
で
い
る
と
は
限
ら
な
く
な
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
い
う
。
こ
れ
も
ま
た
一
見
些
細
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
顔
之
推
と
黄
庭

堅
の
よ
く
似
た
ふ
た
つ
の
言
葉
の
間
に
両
者
が
生
き
た
時
代
の
書
物
環
境
の
違
い
を
見
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
傾
聴
に
値
す
る
。



黄
庭
堅
の
生
き
た
近
世
の
版
本
時
代
、
書
物
を
有
す
る
こ
と
が
普
及
し
た
時
代
に
あ
っ
て
は
、
読
書
、
特
に
何
を
、
如
何
に
読
む
か

が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
環
境
に
あ
っ
て
、
黄
庭
堅
の
読
書
論
は
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

第
五
章
「
万
巻
」

万
巻
を
破
る
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
書
物
の
流
通
量
が
限
ら
れ
て
い
た
写
本
時
代
に
あ
っ

て
は
象
徴
的
な
意
味
合
い
を
持
つ
数
字
で
あ
っ
た
。
個
人
の
蔵
書
の
限
界
値
で
あ
り
、
ま
た
ほ
と
ん
ど
の
者
に
と
っ
て
は
実
現
不
可
能

「
万
巻
」

の
語
は
、
杜
甫
の

「
読
書

な
虚
構
の
数
字
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
黄
庭
堅
の
時
代
に
は
、

し
か
る
べ
き
地
位
と
財
力
を
有
す
る
者
に
は
十
分
に
実
現
可
能
な
蔵

書
量
を
あ
ら
わ
す
数
字
と
な
っ
て
ゆ
く
。
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
だ
か
ら
こ
そ
黄
庭
堅
は
「
精
読
」
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。

〈
II
唐
有
斯
文
哉
II

（
「
唐
に
斯
文
有
る
か
」
）
〉

十
一
世
紀
に
生
じ
た
杜
甫
の
経
典
化
に
は
、
杜
甫
詩
集
の
整
理
・
編
纂
・
刊
行
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
同
様
の
こ
と
は
、

他
の
唐
代
の
文
学
者
に
も
起
こ
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
韓
愈
。
韓
愈
は
、
『
旧
唐
書
』
と
『
新
唐
書
』
と
で
そ
の
評
価
が
大
き
く
異
な

る
。
十
世
紀
か
ら
十
一
世
紀
に
到
る
百
年
間
で
、
韓
愈
の
急
速
な
経
典
化
が
生
じ
て
い
た
の
だ
。
十
世
紀
の
後
半
、
韓
愈
の
作
品
を
眼

に
し
た
柳
開
は
「
唐
に
斯
文
有
る
か
」

と
賛
嘆
の
声
を
発
し
た
と
い
う
（
張
景
「
柳
公
行
状
」
）
。

そ
の
変
化
は
杜
甫
以
上
に
劇
的
で
あ

っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
経
典
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
も
、
韓
愈
文
集
の
整
理
・
編
纂
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、

具
体
的
な
実
体
と
し
て
の
韓
愈
の
文
集
・
テ
ク
ス
ト
の
文
人
社
会
に
お
け
る
存
在
の
仕
方
に
着
目
す
る
か
た
ち
で
、
写
本
時
代
か
ら
版

本
時
代
へ
の
転
換
の
諸
相
、
本
格
的
な
印
刷
・
出
版
文
化
誕
生
前
夜
の
時
代
環
境
が
論
じ
ら
れ
る
。

〈
北
宋
後
期
文
本
生
産
及
閲
読
与
写
作
状
況
的
変
化
（
北
宋
後
期
に
お
け
る
テ
ク
ス
ト
の
制
作
・
受
容
と
書
く
こ
と
の
変
容
）
〉

王
氏
は
、
写
本
時
代
か
ら
版
本
時
代
へ
の
転
換
を
め
ぐ
っ
て
、

一
見
す
る
と
小
さ
い
が
し
か
し
実
は
大
き
な
変
化
を
示
す
事
例
と
し

71 



て
、
北
宋
十
一
世
紀
十
年
代
に
徐
絃
の
別
集
の
刊
刻
を
命
ず
る
詔
書
の
言
葉
「
之
を
し
て
墓
印
せ
し
め
、
広
く
流
伝
せ
し
め
ん
こ
と
を

庶
う
」
と
、
十
一
世
紀
五
十
年
代
に
『
荀
子
』
・
揚
雄
の
著
作
の
刊
刻
を
求
め
る
司
馬
光
の
言
葉
「
皆
な
命
じ
て
墓
刻
し
、
以
て
広

の
違
い
に
着
目
す
る
。
「
庶
」
と
言
う
と
き
に
は
、
広
く
流
布
す
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く
流
伝
せ
し
む
」
と
を
比
較
し
、
前
者
の

「
庶
」
と
後
者
の
「
以
」

る
こ
と
が
必
ず
し
も
当
然
の
前
提
と
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
「
以
」
と
言
う
と
き
に
は
す
で
に
当
然
の
こ
と
と
し
て
前
提
と
な
っ
て
い

よ
う
。
「
広
く
流
伝
せ
し
む
」
と
い
う
版
本
時
代
な
ら
で
は
の
書
物
環
境
が
、
こ
の
時
期
急
速
に
作
り
出
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
う
か

が
わ
せ
る
。

中
世
写
本
文
化
の
特
徴
は
、
テ
ク
ス
ト
に
「
異
体
」
が
生
じ
や
す
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
は
常
に
変
化
す
る
不
安
定
な
存

在
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
版
本
は
そ
れ
を
安
定
さ
せ
る
。
出
来
不
出
来
は
あ
る
に
せ
よ
、
印
刷
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
テ
ク
ス
ト
は
固

定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
こ
に
は
や
が
て
、

か
つ
て
と
は
別
の
不
安
定
性
が
生
じ
て
く
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が

流
布
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
は
不
安
定
な
も
の
と
な
る
の
だ
。
印
刷
・
出
版
文
化
が
成
熟
す
る
に
伴
っ
て
そ
れ
は
さ
ら
に
加

速
す
る
。

つ
ま
り
、
印
刷
・
出
版
は
、
ま
ず
は
テ
ク
ス
ト
を
安
定
さ
せ
る
が
、

し
か
し
や
が
て
そ
れ
を
別
の
形
で
不
安
定
な
も
の
と
し

て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
黄
庭
堅
が
か
か
る
印
刷
・
出
版
文
化
の
形
成
期
を
生
き
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。

〈
李
氏
山
房
〉

書
物
•
印
刷
文
化
が
発
達
し
た
版
本
時
代
に
お
い
て
、
写
本
テ
ク
ス
ト
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
た
か
。
本
節
は
、
北
宋
•
李
常
（
黄

庭
堅
の
舅
父
）

の
蔵
書
に
つ
い
て
記
し
た
蘇
献
「
李
氏
山
房
蔵
書
記
」
を
は
じ
め
、
秦
観
に
よ
る
李
常
の
行
状
、
蘇
頌
に
よ
る
李
常
の

墓
誌
銘
、
『
宋
史
』
李
常
伝
な
ど
一
群
の
記
録
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

蘇
頌
の
墓
誌
銘
や
『
宋
史
』
李
常
伝
は
、
李
常
の
蔵
書
が
手
抄
（
李
常
自
身
の
手
写
）
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

蘇
献
の

「
李
氏
山
房
蔵
書
記
」

は
、
李
常
の
蔵
書
が
手
抄
か
刊
刻
か
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
ち
な
み
に
秦
観
の
場
合
も
同
様
で



あ
る
。
こ
こ
か
ら
、

王
氏
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
蘇
試
や
秦
観
に
と
っ
て
は
、
李
常
の
蔵
書
が
手
抄
か
刊
刻
か
は
問
題
で
は
な
か

っ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
李
常
が
そ
れ
を
読
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
蔵
書
•
手
写
の
勤
勉
さ
で
は

な
く
、
読
書
・
求
学
の
真
摯
さ
に
こ
そ
意
を
払
っ
て
い
た
の
だ
。
前
節
で
取
り
あ
げ
た
顔
之
推
の
場
合
と
同
様
、
「
蔵
書
」
と
は
と
り

も
な
お
さ
ず
「
読
書
」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
当
然
の
前
提
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
蘇
試

や
秦
観
の
言
葉
は
、
印
刷
・
出
版
文
化
が
未
発
達
の
時
代
、
写
本
文
化
の
枠
組
み
の
な
か
に
あ
っ
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
と
言
え
る
か
も

し
れ
な
い
、

と。

こ
こ
に
は
、
李
常
の
蔵
書
に
関
す
る
記
述
の
些
細
で
は
あ
る
が
重
要
な
変
化
を
丁
寧
に
見
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
黄
庭
堅
が
生
き

た
時
代
に
生
じ
て
い
た
書
物
環
境
の
転
換
の
一
端
が
極
め
て
印
象
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

結
語黄

庭
堅
の

「
法
」
を
め
ぐ
る
詩
学
の
根
本
に
は
、
テ
ク
ス
ト
に
内
在
す
る
本
質
を
見
抜
く
眼
力
（
苑
温
『
潜
渓
詩
眼
』
は
そ
れ
を
禅
宗

の
「
正
法
眼
」
に
比
す
）
が
存
在
し
た
。

か
か
る
黄
庭
堅
の
眼
力
を
支
え
た
の
は
「
読
書
」

で
あ
る
。
南
宋
末
の
厳
羽
『
消
浪
詩
話
』

に
も
そ
の
重
要
性
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
厳
羽
は
黄
庭
堅
や
江
西
詩
派
に
お
け
る
「
読
書
」
重
視
の
姿
勢
を
批
判
し
た
文
人
と
し
て
知

ら
れ
る
が

一
方
で
は
「
読
書
」

の
重
要
性
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
限
ら
ず
、
総
じ
て
厳
羽
の
詩
学
に
は
黄
庭
堅
の
影
響

が
色
濃
く
見
ら
れ
る
。
厳
羽
の
時
代
、
江
西
詩
派
は
も
は
や
確
固
た
る
存
在
感
を
失
っ
て
い
た
か
に
見
え
る
が
、

見
え
る
の
は
江
西
詩
派
の
詩
学
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
、
浸
透
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
で
あ
ろ
う
。
王
氏
は
言
う
。
黄
庭
堅
と
そ
れ
を
受

し
か
し
そ
の
よ
う
に

け
継
ぐ
江
西
詩
派
の
詩
学
は
決
し
て
失
敗
し
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
大
い
な
る
成
功
を
収
め
て
い
た
の
だ
、
と
。
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以
上
、
評
者
の
眼
に
映
っ
た
王
宇
根
『
万
巻
こ
黄
庭
堅
和
北
宋
晩
期
詩
学
中
的
閲
読
与
写
作
』
の
論
述
を
た
ど
っ
て
き
た
。
本
書
で

取
り
あ
げ
ら
れ
た
問
題
は
多
岐
に
渉
る
が
、
最
も
重
要
な
も
の
は
何
か
。

王
氏
自
身
の
言
に
よ
れ
ば
、
書
物
•
印
刷
文
化
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
ま
た
、

そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
万
巻
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
附
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
評
者
の
印
象
で
は
、
「
法
」

の
詩
学
、
あ
る
い
は
「
法
」

の
詩
学
と

「
自
然
・
自
発
」

の
詩
学
と
の
関
係
こ
そ
が
本
書
の
核
心
を
な
す
問
題
で
あ
る
。

そ
う
だ
と
す

れ
ば
、
本
書
の
タ
イ
ト
ル
は
「
法
」
の
詩
学
を
象
徴
す
る
形
象
の
名
を
借
り
て
「
斧
（
斧
斤
）
」
と
す
べ
き
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
「
自

然
•
自
発
」

の
詩
学
を
象
徴
す
る
「
水
」
と
併
せ
「
水
と
斧
」
と
題
し
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
半
ば
戯
れ
言
に
な
る
が
、
我
が
国

で
「
斧
」
を
振
る
う
庶
民
に
与
え
ら
れ
た
代
表
的
な
名
を
借
り
て
「
与
作
」
（
七
澤
公
典
作
詞
作
曲
「
与
作
」
）
と
題
し
た
と
し
て
も
、
あ

な
が
ち
本
書
の
核
心
か
ら
逸
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

の
詩
学
と
い
う
観
点
か
ら
、
本
書
の
成
果
を
さ
ら
に
発
展
•
深
化
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、
次
の
ふ

た
つ
の
問
題
が
課
題
と
し
て
浮
上
し
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
一
に
、
黄
庭
堅
と
蘇
献
の
関
係
。
第
二
に
、
黄
庭
堅
と
「
詩

「法」

の
詩
学
と
「
自
然
•
自
発
」

格
」
と
の
関
係
。
こ
の
ふ
た
つ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

い
ず
れ
も
本
書
に
あ
る
程
度
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
な
お
考
察
を
深
め
て
ゆ
く

余
地
は
の
こ
さ
れ
て
い
よ
う
。
第
一
と
第
二
の
問
題
は
、
実
は
多
く
の
点
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
の
つ
な
が
り
に
関
し
て
、
本
書
の

成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
わ
た
し
な
り
に
思
う
と
こ
ろ
を
短
か
く
述
べ
て
お
き
た
い
。

本
書
の
考
察
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
黄
庭
堅
は
蘇
試
と
同
じ
く
「
自
然
•
自
発
」

の
境
地
を
追
究
し
て
い
た
。
本
書

は
触
れ
て
い
な
い
が
、

そ
れ
は
両
者
と
も
に
「
無
意
」
を
最
高
の
境
地
と
見
な
し
て
い
た
こ
と
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
蘇

献
「
評
草
書
」
に
「
書
は
初
め
よ
り
佳
な
る
に
意
無
く
し
て
乃
ち
佳
な
り
」
、
黄
庭
堅
「
大
雅
堂
記
」
に
「
子
美
の
詩
の
妙
処
は
、

乃



ち
文
に
意
無
き
に
在
り
」
と
述
べ
る
よ
う
に
。
「
無
意
」
と
は
、
作
為
性
の
無
さ
を
言
う
。
作
者
の
制
御
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
こ
そ
す

ぐ
れ
た
作
品
は
生
み
出
さ
れ
る
と
い
う
「
自
然
•
自
発
」
の
詩
学
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。

「
自
然
・
自
発
」
「
無
意
」
の
達
成
の
た
め
に
、
黄
庭
堅
は
「
法
」
の
獲
得
に
熱
心
に
取
り
組
ん
だ
。
お
そ
ら
く
蘇
試
か
ら
す
れ
ば
、

ど
こ
か
間
違
っ
て
い
る
、
俗
な
言
い
方
を
す
れ
ば
「
ダ
サ
い
」
「
イ
ケ
て
な
い
」
と
な
る
の
だ
ろ

そ
の
よ
う
な
追
究
の
姿
勢
こ
そ
が
、

う
が
、
黄
庭
堅
は
そ
れ
を
隠
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
彼
に
は
蘇
試
の
よ
う
に
高
踏
的
に
ふ
る
ま
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

愚
直
な
ま
で
に
刻
苦
勉
励
を
重
ね
、
時
に
は
自
ら
を
「
苦
思
」

削
」
を
以
て
自
ら
を
矯
正
し
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
。
こ
う
し
て
自
虐
す
れ
す
れ
な
ま
で
に
自
己
規
律
を
徹
底
す
る
姿
勢
が
、
黄
庭

堅
の
魅
力
の
ひ
と
つ
と
言
っ
て
も
い
い
。
ち
な
み
に
、
こ
の
よ
う
な
黄
庭
堅
の
姿
は
ど
こ
と
な
く
杜
甫
に
似
て
い
よ
う
。
先
の
戯
れ
言

へ
と
追
い
込
ん
だ
。
彼
が
好
ん
だ
工
具
の
比
喩
を
用
い
て
言
え
ば
、
「
縄

を
受
け
て
言
え
ば
、

日
暮
れ
る
ま
で
斧
を
振
る
い
続
け
る
「
与
作
」
に
も
ま
た
。

一
方
、
黄
庭
堅
と
「
詩
格
」

の
関
係
に
つ
い
て
、
本
書
は
次
の
よ
う
に
説
く
。
黄
庭
堅
が
登
場
し
た
と
き
、
彼
の
眼
前
に
立
ち
は
だ

か
っ
て
い
た
の
は
唐
代
以
降
の
「
詩
格
」
類
の
著
作
で
あ
り
、
黄
庭
堅
は
そ
れ
に
向
か
っ
て
挑
戦
を
試
み
、
つ
い
に
は
そ
れ
を
超
克
す

る
に
至
っ
た
、
と
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
本
書
は
両
者
の
共
通
点
よ
り
も
相
違
点
に
注
目
す
る
。
だ
が
、
わ
た
し
は
本
書
の
考
察

か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
を
思
っ
た
。
黄
庭
堅
は
意
外
に
も
「
詩
格
」
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
な
文
学
空
間
に
近
い
場
所
に
身
を
置
い
て
い

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
。
「
詩
格
」
を
支
え
た
の
は
、
蘇
試
の
よ
う
に
嵩
踏
的
な
、
突
出
し
た
才
能
を
誇
る
天
才
型
の
文
人
で

の
よ
う
な
庶
民
で
は
な
い
に
せ
よ
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
下
層
の
、
そ
し
て
凡
庸
な
、
あ
る
意
味
で
は
「
斧
」
を

は
な
い
。
「
与
作
」

振
る
っ
て
努
力
す
る
よ
り
ほ
か
に
生
き
る
途
の
な
い
文
人
た
ち
で
あ
る
。
黄
庭
堅
を
そ
の
よ
う
な
文
人
た
ち
と
重
ね
て
理
解
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

唐
代
の
代
表
的
な
「
詩
格
」
に
餃
然
『
詩
式
』
が
あ
る
。
本
書
に
は
取
り
あ
げ
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
取
境
篇
に
は
「
苦
思
を
要
せ
ず
、

75 



う
し
な

苦
思
す
れ
ば
則
ち
自
然
の
質
を
喪
う
」
と
い
う
考
え
方
へ
の
反
論
を
述
べ
る
な
か
、
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
議
論
が
な
さ
れ
る
。
「
心

76 

は
平
静
だ
が
精
神
が
活
発
な
時
に
は
、
佳
句
が
縦
横
無
尽
に
溢
れ
出
て
押
し
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
あ
た
か
も
神
の
助
け
を
得

て
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
る
が
、

し
か
し
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
ま
で
に
精
進
を
重
ね
て
き
た
か
ら
こ
そ
精
神
の
動
き
が
活
発
に

な
り
、
か
か
る
状
態
が
出
現
す
る
の
で
あ
る
」
と
。
こ
こ
に
は
ま
る
で
「
神
助
」
を
得
た
か
の
よ
う
な
創
作
の
あ
り
方
が
述
べ
ら
れ
る
。

謝
霊
運
の
「
池
塘

春
草
生
ず
」
句
を
め
ぐ
っ
て
も
、
そ
れ
が
「
神
助
」
を
得
て
獲
得
さ
れ
た
も
の
だ
と
す
る
故
事
が
語
ら
れ
て
い
た
。

「
自
然
•
自
発
」
の
詩
学
を
象
徴
す
る
典
型
的
な
事
例
と
し
て
本
書
に
も
引
か
れ
る
。
だ
が
、
絞
然
は
こ
れ
に
続
け
て
「
精
思
を
積
む
」

と
い
う
作
詩
の
た
め
の
刻
苦
勉
励
、
す
な
わ
ち
「
苦
思
」

の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
「
自
然
•
自
発
」

の
背
後
に
は
「
法
」
に
基

づ
く
努
力
の
プ
ロ
セ
ス
が
不
可
欠
の
も
の
と
し
て
潜
ん
で
い
る
の
だ
、
と
。
本
書
が
浮
き
彫
り
に
し
た
黄
庭
堅
の
詩
学
の
縮
図
と
も
言

う
べ
き
も
の
が
、
こ
こ
に
は
見
て
取
れ
よ
う
。
黄
庭
堅
と
「
詩
格
」
と
の
意
外
な
近
さ
を
示
す
事
例
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
、
本
書
を
読
ん
で
思
い
つ
い
た
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
た
。
最
後
に
、
冒
頭
に
挙
げ
た
聞
一
多
の
議
論
に
つ
な
げ

て
本
書
評
の
結
び
と
し
た
い
。

聞
一
多
に
よ
れ
ば
、
中
国
の
詩
史
に
お
け
る
「
発
展
」

余
（
付
け
足
し
）
」

で
あ
り
、
「
重
複
（
繰
り
返
し
）
」
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
。

は
北
宋
で
終
極
に
達
し
た
。
そ
の
後
の
歴
史
は
、
「
発
展
」
で
は
な
く
「
多

か
つ
て
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の
崩
壊
と
そ
れ
に
伴
う
冷
戦
の
終

結
に
際
し
、
米
国
の
政
治
学
者
フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ
ク
ヤ
マ

(Francis
F
u
k
u
y
a
m
a
)

は
「
歴
史
の
終
わ
り
T
h
e
E
n
d
 o
f
 H
i
s
t
o
r
y
」
な
る
説

い
さ
さ
か
乱
暴
に
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
二
十
世
紀
に
お
け
る
社
会
主
義
と
資
本
主
義
（
自
由
主
義
）
の

を
唱
え
て
一
世
を
風
靡
し
た
。

闘
争
か
ら
な
る
人
類
の
歴
史
が
、
後
者
に
止
揚
さ
れ
る
か
た
ち
で
終
極
に
達
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
見
方
の
成
否
に
つ
い
て
は

措
く
と
し
て
、

フ
ク
ヤ
マ
の
言
葉
を
借
り
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
中
国
の
詩
史
は
、
北
宋
に
至
っ
て
「
歴
史
の
終
わ

り
」
を
迎
え
た
、

と。



こ
れ
を
牽
強
附
会
の
批
判
を
覚
悟
の
う
え
で
、
中
国
に
お
け
る
「
自
然
•
自
発
」

の
詩
学
と
「
法
」

の
詩
学
の
歴
史
に
当
て
は
め
て

み
よ
う
。
次
の
よ
う
に
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
黄
庭
堅
と
そ
れ
を
受
け
継
ぐ
江
西
詩
派
に
至
っ
て
、
両
者
の
闘
争
の
歴
史
は
終
わ
っ

た
、
と
。
こ
こ
で
わ
た
し
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
「
縄
削
を
煩
わ
さ
ず
し
て
自
ず
か
ら
合
す
」
と
い
う
黄
庭
堅
の
言
葉
で
あ
り
、

そ
れ
を
理
論
的
に
精
錬
し
た
呂
本
中
の

「
活
法
」
論
で
あ
る
。
特
に
「
活
法
」
論
を
読
ん
で
い
る
と
、
率
直
に
言
っ
て
「
も
う
こ
れ
以

上
の
こ
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
な
」
と
い
う
感
慨
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
。
「
法
」
と

「
自
然
•
自
発
」
と
い
う
矛
盾
す
る
ふ
た
つ
の

原
理
が
、
こ
こ
に
は
見
事
に
（
た
だ
し
、
や
や
イ
ロ
ジ
カ
ル
な
か
た
ち
で
）
止
揚
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
T
h
e
E
n
d
 o
f
 the H
i
s
t
o
r
y
 o
f
 P
o
e
t
i
c
s
 

で
あ
り
、
こ
の
後
に
新
た
な
歴
史
を
刻
む
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
か
に
見
え
る
。
聞
一
多
が
言
う
よ
う
に
、
北
宋
に
お
い
て

中
国
の
詩
史
が
終
極
に
到
達
し
た
と
す
れ
ば
、
黄
庭
堅
と
江
西
詩
派
の
詩
学
は
そ
の
終
極
を
代
表
す
る
も
の
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
あ
さ
み
よ
う
じ
・
大
阪
大
学
教
授
）
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