
本
稿
は
六
朝
の
斉
・
梁
の
二
代
に
い
き
た
劉
�
、
あ
ざ
な
は
彦
和

(

生
没
年
未
詳
。
五
世
紀
後
半
〜
六
世
紀
前
半)

の
手
に
な
る

『

文
心
雕
龍』

の
序
志
篇

(

一
書
の
序
文
に
相
当
す
る)

を
読
解
し
、
そ
の
気
づ
き
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

テ
キ
ス
ト
は
、
�
�
氏
の
ご
労
作

『

文
心
雕
龍
義
證』

(

上
海
古
籍
出
版
社

一
九
八
九)

中
の
も
の
を
も
ち
い
た

(

た
だ
し
句

読
は
適
宜
、
私
意
に
よ
っ
て
う
ち
か
え
た)

。
こ
の

『

義
證』

の
テ
キ
ス
ト
は
、
定
評
あ
る
王
利
器

『

文
心
雕
龍
校
證』

の
そ
れ
を

踏
襲
し
た
も
の
だ
。
こ
の

『

義
證』

の
魅
力
は
、
テ
キ
ス
ト
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
注
釈
が
ひ
じ
ょ
う
に
充
実
し
て
い
る
こ
と
に
も

あ
る
。
同
書
の

｢

序
例｣

で
も
い
う
よ
う
に
、
こ
の
書
は
、
�
�
氏
ご
自
身
の
注
解
は
も
ち
ろ
ん
収
録
す
る
が
、
氏
以
前
の
各
種
の

注
釈
や
研
究
の
類
も
網
羅
的
に
捜
求
し
、
そ
の

｢

衆
家
の
長
ぜ
る
を
兼
採｣

し
た
も
の
だ
。
そ
の
意
味
で
は
い
わ
ば
、
集
解
の
性
質

を
有
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
札
記
を
つ
く
る
さ
い
は
、
こ
の

『
義
證』

中
に
収
録
さ
れ
た
諸
家
の
注
釈
も
お
お
い
に
参
照
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
。

こ
の

『

義
證』

以
外
で
と
く
に
参
照
し
た
も
の
と
し
て
、
李
曰
剛

『

文
心
雕
龍
�
詮』

(

国
立
編
訳
館
中
華
叢
書
編
審
委
員
会

85

劉
�｢

文
心
雕
龍
序
志｣

札
記

福

井

佳

夫



一
九
八
二)

と
呉
林
伯

『

文
心
雕
龍
義
疏』

(

武
漢
大
学
出
版
社

二
〇
〇
二)

を
あ
げ
て
お
こ
う
。
こ
の
二
書
は
、[『

義
證』

中

に
部
分
的
に
ひ
か
れ
て
は
い
る
が]

有
用
な
解
説
が
お
お
か
っ
た
の
で
、
つ
ね
に
机
上
に
お
い
て
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

た
だ
本
稿
は
、
典
拠
さ
が
し
や
解
釈
じ
た
い
が
目
的
で
は
な
い
の
で
、
字
句
の
典
拠
な
ど
は
、
い
ち
い
ち
指
摘
し
て
い
な
い
。
そ

の
か
わ
り
、｢

文
心
雕
龍
序
志｣

の
行
文
を
一
篇
の
文
章
作
品
と
し
て
み
た
と
き
、
作
者
の
用
心
が
い
か
に
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
か
、

い
か
に
す
ぐ
れ
て

(

お
と
っ
て)

い
る
か
な
ど
に
つ
い
て
は
、
せ
い
ぜ
い
注
意
を
は
ら
っ
て
指
摘
し
て
お
い
た
。

な
お
札
記
中
、
私
な
り
の
解
釈
を
提
示
す
る
と
い
う
意
味
で
、
日
本
語
の
訳
文
も
そ
え
て
お
い
た
。
こ
の
訳
文
を
つ
く
る
に
さ
い

し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
日
本
の
興
膳
宏

『

陶
淵
明

文
心
雕
龍』

(

筑
摩
書
房

世
界
古
典
文
学
全
集
25

一
九
六
八)

と
戸
田
浩
暁

『

文
心
雕
龍

(

下)』
(

明
治
書
院

新
釈
漢
文
大
系
65

一
九
七
八)

の
両
書
を
座
右
に
お
い
て
、
つ
ね
に
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
。
こ
れ
ら
の
先
学
に
あ
つ
く
御
礼
も
う
し
あ
げ
る
。

第
一
段

書
名
の
由
来

夫
文
心
者
、
言
為
文
之
用
心
也
。
昔

涓
子
琴
心
、
心
哉
美
矣
、
故
用
之
焉
。

王
孫
巧
心
、

古
来
文
章
、
以
雕
縟
成
体
。
豈
取
�
�
之
群
言
雕
龍
也
。

書
名
の

｢

文
心｣

と
は
、
文
学
を
創
作
す
る
さ
い
の
心
配
り
を
い
う
。
む
か
し
、
涓
子
は
お
の
が
著
に

『

琴
心』

と
命
名

し
、
王
孫
は

『

巧
心』

と
名
づ
け
た
。
こ
の

｢

心｣

た
る
や
、
な
ん
と
す
ば
ら
し
い
こ
と
か
。
だ
か
ら
本
書
で
も
、
こ
の
字

を
つ
か
っ
た
の
だ
。
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ま
た
文
学
は
ふ
る
く
か
ら
、
文
飾
を
ほ
ど
こ
し
て
か
か
れ
る
も
の
だ
っ
た
。[

だ
か
ら

｢

文
飾
を
ほ
ど
こ
す｣

意
の

｢

雕

龍｣

の
語
を
つ
か
っ
た
の
で
あ
り
、]

ど
う
し
て
、
た
だ
�
す
う

�
せ
き

の
文
が

｢

龍
を
雕ほ

る｣

と
称
さ
れ
た
故
事
だ
け
を
意
識
し
て
、

書
名
に

｢

雕
龍｣

の
語
を
つ
か
っ
た
は
ず
が
あ
ろ
う
か
。

こ
の
第
一
段
は
、『

文
心
雕
龍』

の
命
名
の
由
来
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
書
名
に
も
、｢

文
章
が
美
的
に
な
る
よ
う
、
心

を
く
ば
る
べ
し｣
と
い
う
劉
�
の
文
学
観
が
、
よ
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
前
半
六
句
は
、
書
名
の
前
半

｢

文
心｣

に
つ
い
て
の
べ
る
。
二
句
目
の

｢

用
心｣

は
、
心
配
り
の
意
。
ふ
る
く
か
ら
、
先
秦

の

『

論
語』

陽
貨
な
ど
の
用
例
が
あ
る
が
、
劉
�
は
お
そ
ら
く
そ
れ
ら
で
な
く
、
陸
機

｢

文
賦｣

の

｢

余
毎
観
才
士
之
所
作
、
窃
有

以
得
其
用�

心�｣
(

私
は
才
あ
る
文
人
の
作
を
よ
む
ご
と
に
、
彼
ら
の
創
作
上
の
心
配
り
に
つ
い
て
、
自
分
な
り
に
了
解
す
る
こ
と
が

あ
っ
た
、
の
意)

の
ほ
う
を
意
識
し
て
い
た
ろ
う
。
つ
ま
り
、
一
般
的
な
意
味
で
の
心
配
り
の
意
で
な
く
、
文
学
創
作
の
さ
い
の
そ

れ
を
い
う
の
だ
ろ
う
。

そ
し
て｢

心｣

字
を
書
名
に
も
ち
い
た
前
例
と
し
て
、
涓
子『

琴
心』

お
よ
び
王
孫『

巧
心』

と
い
う
書
物(

い
ま
、
と
も
に
佚)

を
提
示
し
て
い
る
。
な
お
、
か
つ
て
范
文
瀾

『
文
心
雕
龍
注』

は

｢

文
心｣

の
語
に
つ
い
て
、『

阿
�
曇
心
序』

の
一
節
を
ひ
い
て

仏
義
と
の
相
関
を
主
張
し
て
い
た
が
、
現
在
で
は
あ
ま
り
祖
述
者
は
い
な
い
よ
う
だ
。

つ
づ
く

｢

心
哉
美
矣｣

句
は
、〈

心〉

字
は
す
ば
ら
し
い
の
意
で
あ
り
、
訓
読
す
れ
ば

｢

心
た
る
や
美
な
る
か
な｣

だ
ろ
う
か
。

こ
の
句
、｢

哉｣
｢

矣｣

の
字
を
も
ち
い
て
、
つ
よ
い
語
気
を
表
現
し
て
い
る
の
に
注
意
し
よ
う
。
こ
こ
に
か
ぎ
ら
ず
、
こ
の
序
志
篇

で
は
同
種
の
助
字
が
多
用
さ
れ
て
い
て
、
雄
弁
な
演
説
を
き
く
か
の
よ
う
な
感
じ
が
し
な
く
も
な
い
。『

文
心
雕
龍』

を
か
き
あ
げ

た
ば
か
り
の
、
劉
�
の
つ
よ
い
自
負
が
う
か
が
え
よ
う
。

つ
ぎ
の

｢

古
来｣

三
句
は
、
書
名
の
後
半

｢

雕
龍｣

へ
の
説
明
で
あ
る
。
初
二
句

｢

古
来
文
章
、
以
雕
縟
成
体｣

は
、
六
朝
の
文
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学
精
神
を
直
言
し
た
も
の
だ
。｢

文
学
は
ふ
る
く
か
ら
、
文
飾
を
ほ
ど
こ
し
て
か
か
れ
る
も
の
だ
っ
た｣

と
い
う
発
言
は
、
美
を
重

視
す
る
当
時
の
文
学
観
を
端
的
に
の
べ
た
も
の
と
い
え
、
た
し
か
に
注
目
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
た
だ
こ
の
部
分
に
関
し
て
、
黄
侃

『
札
記』

が

｢

こ
の
二
句
は
、
後
段
の

〈

文
�
�
�
、
離
本
弥
甚〉

と
い
う
発
言
と
齟
齬
が
あ
る
よ
う
だ
。
劉
�
の
意
図
は
、
文
学

は
文
飾
を
重
視
す
べ
き
だ
が
、
極
端
に
な
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う｣

と
注
し
て
い
る
の
は
、
傾
聴
す
べ
き
意
見
で

あ
る
。
つ
ま
り

｢
文
飾
は
必
須
だ
が
、
ほ
ど
ほ
ど
で
あ
る
べ
き｣

と
い
う
の
が
、
劉
�
の
考
え
な
の
だ
ろ
う
。

つ
づ
く｢

豈
取
�
�
之
群
言
雕
龍
也｣

句
は
、
書
名
後
半
の｢

雕
龍｣

に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
問
題
に
な
る
の
は
、｢

豈
取
…
…

也｣
(

豈
に
…
…
に
取
ら
ん
や)

の
解
釈
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ふ
つ
う
に
は
反
語
と
解
釈
さ
れ
よ
う
。
す
る
と
こ
の
句
は
、｢[

雕
龍

の
語
は]

ど
う
し
て
�
す
う

�
せ
き

の
文
が

｢

龍
を
雕ほ

る｣

と
称
さ
れ
た
故
事
か
ら
と
ろ
う
か
、
そ
ん
な
は
ず
は
な
い｣

の
意
と
な
る
べ
き
だ

ろ
う
。
だ
が
こ
の
句
に
つ
い
て
は
、
そ
ん
な
に
か
ん
た
ん
で
は
な
い
。
諸
家
の
あ
い
だ
で
お
お
き
く
、
�｢

�
�
の
故
事
か
ら
と
ら

な
い｣

と
否
定
ふ
う
に
解
す
る
派
と
、
�｢

�
�
の
故
事
か
ら
と
っ
た｣

と
肯
定
ふ
う
に
解
す
る
派
と
に
わ
か
れ
て
、
現
在
で
も
決

着
が
つ
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
右
の
�
否
定
派
は
反
語
と
と
り
、
�
肯
定
派
は
反
語
と
と
ら
ず
、
た
が
い
に
反
対
の
立
場

に
た
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
う
し
て
、
有
名
な

『
文
心
雕
龍』

の

｢

雕
龍｣

の
語
が
、
�
�
の
故
事
に
由
来
す
る
の
か
し
な
い
の
か
、

現
在
で
も
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
の
で
あ
る

(

張
灯

｢〈
文
心
雕
龍
序
志〉

疑
義
弁
析｣

〈

天
津
師
大
学
報
一
九
九
五
―
四〉

も
参

照
の
こ
と)

。

た
だ
両
派
と
も
、｢

雕
龍｣

の
語
が
、
先
秦
の
�
�
と
い
う
人
物
に
由
来
す
る
、
と
い
う
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

�
也
文
具
難
施
。
…
…
故
斉
人
頌
曰
、
…
…
雕	

龍	

�
。(『

史
記』
孟
荀
列
伝)

�
�
は
、
そ
の
文
章
は
と
と
の
っ
て
い
る
が
、
実
用
に
は
適
さ
な
か
っ
た
。
…
…
だ
か
ら
斉
の
人
び
と
は
、｢

…
…
龍
紋
を

ほ
る

[

ご
と
き
華
麗
な
文
章
を
つ
づ
る]

�
�｣

と
た
た
え
た
。
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と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
す
る
と
、｢

雕
龍｣

は

｢

龍
の
模
様
を
彫
刻
す
る
よ
う
に
、
文
章
を
巧
緻
に
か
ざ
る｣

の
意
と
な
ろ

う
。
す
る
と
意
味
的
に
は
、
劉
�
の
書
名
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
な
の
に
な
ぜ
、
�
�
と
関
係
が
な
い
と
す
る
解
釈

も
、
で
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の

｢

雕
龍
�｣

へ
の
解
釈
の
し
か
た
が
こ
と
な
る
か
ら
だ
ろ
う
。

ま
ず
�
否
定
派
、｢

[

雕
龍
の
語
は]

雕
龍
の
故
事
か
ら
と
ら
な
い｣

と
す
る
人
び
と
は
、｢

雕
龍
�｣

を
貶
辞
と
解
す
る
の
だ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、
右
の
典
拠

｢

�
也
文
具
難
施｣

中
の

｢

難
施｣

(

実
用
に
は
適
さ
な
い)

に
注
目
し
て
、
過
度
に
華
麗
で
実
用
に

適
さ
な
い
と
い
う
方
向
で
解
し
た
わ
け
だ
。
す
る
と『

文
心
雕
龍』

は
名
著
だ
か
ら
、
そ
ん
な
貶
辞
ふ
う
解
釈
は
す
べ
き
で
は
な
い
。

だ
か
ら
否
定
に
解
す
べ
き
だ
、
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
い
っ
ぽ
う
�
肯
定
派
、｢[

雕
龍
の
語
は]

雕
龍
の
故
事
か
ら
と
っ
た｣

と
す

る
人
び
と
は
、｢

雕
龍
�｣
を
褒
辞
と
解
す
る
の
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
右
の
典
拠

｢

�
也
文
具
難
施｣

中
の

｢

文
具｣

(

文
章
は
と

と
の
っ
て
い
る)

に
注
目
し
て
、
華
麗
で
す
ば
ら
し
い
と
い
う
方
向
で
解
す
る
わ
け
だ
。
す
る
と

『

文
心
雕
龍』

は
名
著
だ
か
ら
、

褒
辞
た
る

｢

雕
龍
�｣

に
由
来
す
る
と
か
ん
が
え
る
の
だ
ろ
う
。

主
要
な
見
か
た
は
以
上
の
二
と
お
り
だ
が
、
も
う
ひ
と
つ
第
三
の
解
釈
も
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
右
の
�
否
定
派

と
�
肯
定
派
の
中
間
に
た
つ
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
基
本
的
に
は

｢

豈
取
…
…
也｣

を
反
語
と
解
し
、
否
定
派
に
左
袒
す
る
の
だ

が
、
し
か
し
純
粋
の
反
語
で
な
く
、
限
定
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
ま
じ
え
、｢

ど
う
し
て
た�

だ�

…
…
だ�

け�

か
ら
と
ろ
う
か
、
い
や
そ
う
で

は
な
い｣

と
解
す
る
の
だ
。
た
と
え
ば
李
曰
剛『

�
詮』
で
は
、
こ
の
句
を｢

た�

だ�

�
�
の
華
美
な
文
章
の
故
事
に
だ�

け�

依
拠
し
て
、

〈

雕
龍〉

と
い
う
名
に
し
た
の
で
は
な
い｣

と
解
し
て
い
る
。
こ
う
解
す
る
と
、｢

雕
龍｣

の
語
は
�
�
の
故
事
と
、
す
こ
し
は
関
係

が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
や
や
折
衷
的
で
は
あ
る
が
、
こ
の
解
釈
だ
っ
た
ら
、
い
ろ
ん
な
疑
問
も
う
ま
く
説
明
で
き
る
よ
う

で
あ
る
。
右
の
訳
文
で
は
、
こ
う
し
た
方
向
で
解
釈
し
て
お
い
た
。
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第
二
段

著
作
の
意
義

夫

宇
宙
綿
�
、
黎
献
紛
雑
。
拔
萃
出
類
、
智
術
而
已
。

歳
月
飄
忽
、
性
霊
不
居
。
騰
声
飛
実
、
制
作
而
已
。

夫

肖
貌
天
地
、

擬
耳
目
於
日
月
、
其
超
出
万
物
、
亦
已
霊
矣
。

稟
性
五
才
、

方
声
気
乎
風
雷
。

形
同
草
木
之
脆
、
是
以
君
子
処
世
、
樹
徳
建
言
。
豈
好
弁
哉
、
不
得
已
也
。

名
踰
金
石
之
堅
。

天
下
は
広
大
で
あ
り
、
賢
人
も
あ
ま
た
存
在
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
な
か
、
世
人
の
な
か
か
ら
傑
出
す
る
に
は
、
知
謀
を

駆
使
す
る
し
か
な
い
。
歳
月
は
忽
と
し
て
す
ぎ
さ
り
、
ひ
と
の
命
も
こ
の
世
に
な
が
く
と
ど
ま
れ
な
い
。
そ
う
し
た
な
か
、

名
声
を
あ
げ
功
績
を
の
こ
す
に
は
、
著
述
に
は
げ
む
し
か
な
い
。

ひ
と
は
天
地
に
姿
を
か
た
ど
り
、
五
行
よ
り
性
を
さ
ず
け
ら
れ
て
い
る
。
耳
や
目
は
あ
た
か
も
日
月
に
似
て
、
声
や
息
は

ち
ょ
う
ど
風
雷
の
よ
う
な
も
の
。
ひ
と
が
万
物
の
う
え
に
た
つ
の
は
、
そ
れ
自
身
が
か
く
霊
妙
で
あ
る
か
ら
だ
。
形
体
は
草

木
の
よ
う
に
も
ろ
い
が
、
名
声
は
金
石
の
か
た
さ
を
う
わ
ま
わ
る
。
だ
か
ら
君
子
は
こ
の
世
に
処
す
る
や
、
徳
行
を
な
し
卓

言
を
の
こ
そ
う
と
す
る
の
だ
。
そ
れ
は
べ
つ
に
弁
論
が
す
き
な
わ
け
で
は
な
い
、
そ
れ
し
か
方
法
が
な
い
か
ら
な
の
で
あ
る
。

こ
の
第
二
段
は
、
著
述
を
か
き
の
こ
す
こ
と
の
意
義
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、｢

著
述
に
は
げ
ん
で
名
を
あ
げ
功

を
の
こ
す｣

と
い
う
儒
家
的
価
値
観
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
の
行
文
は
、
典
拠
か
ら
の
字
句
を
う
ま
く
と
り
こ
ん
で
構
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成
し
た
も
の
が
お
お
い
。

ま
ず
前
半
八
句
は
、
四
句
ど
う
し
が
対
応
し
て
い
る
。
六
朝
美
文
で
は
お
お
く
隔
句
対
ま
で
で
あ
り
、
こ
ん
な
に
息
の
長
偶
対
は

め
ず
ら
し
い
。
初
四
句
は
ひ
ろ
い
天
下
の
な
か
で
傑
出
す
る
す
べ
を
か
た
り
、
後
四
句
は
な
が
い
時
間
の
な
か
で
冠
絶
す
る
方
法
を

の
べ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
ひ
と
が
功
業
を
う
ち
た
て
る
に
は
、
頭
脳
を
駆
使
す
る
し
か
な
い
と
の
べ
た
も
の
で
あ
る
。

第
一
句
の

｢
宇
宙｣

の
語
に
、
天
下

(

空
間)

の
み
で
な
く
、
時
間
の
意
も
も
た
せ
る
解
も
あ
る
が
、
こ
の
語
が

｢

歳
月｣

(

時

間)

と
対
応
す
る
か
ら
に
は
、
天
下
の
み
の
意
だ
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。
つ
づ
く

｢

黎
献｣

｢

拔
萃
出
類｣

は
、
と
も
に
経
書
に
出
典

を
も
つ
。
前
者
は

『
尚
書』

益
稷
の

｢

万
邦
黎�

献�

、
共
惟
帝
臣｣

(

万
邦
の
も
ろ
も
ろ
の
賢
人
た
ち
は
、
み
な
帝
の
臣
下
で
す
、
の

意)

、
後
者
は『

孟
子』

公
孫
丑
上
の｢

出�

於
其
類�

、
拔�

乎
其
萃�｣

(

同
類
中
か
ら
突
出
し
、
草
む
ら
か
ら
ぬ
き
ん
で
る
、
の
意)

に
、

そ
れ
ぞ
れ
由
来
し
て
い
る
。

い
っ
ぽ
う

｢

歳
月｣

四
句
は
、
な
が
い
時
間
の
な
か
で
卓
立
す
る
に
は
、
著
述
に
よ
る
し
か
な
い
と
の
べ
た
も
の
。
こ
の
あ
た
り

は
、
曹
丕

｢

典
論
論
文｣

の

｢

年
壽
有
時
而
尽
、
栄
楽
止
乎
其
身
。
二
者
必
至
之
常
期
、
未
若
文
章
之
無
窮
。
是
以
古
之
作
者
、
寄

身
於
翰
墨
、
見
意
於
篇
籍｣
(

ひ
と
は
寿
命
に
か
ぎ
り
が
あ
っ
て
死
ん
で
ゆ
き
、
そ
の
栄
華
と
て
一
代
か
ぎ
り
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

か
く
寿
命
と
栄
華
と
は
、
か
な
ら
ず
つ
き
は
て
る
と
い
う
点
で
、
文
学
の
永
遠
さ
に
は
お
よ
ば
な
い
。
か
く
し
て
、
過
去
の
文
人
た

ち
は
、
文
辞
の
創
作
に
専
念
し
て
、
書
籍
の
な
か
で
自
己
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
、
の
意)

の
な
げ
き
と
も
、
よ
く
似
て
い
る
よ
う

だ
。
六
朝
文
人
特
有
の
功
業
観
な
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た

｢

性
霊｣

は
精
神
と
か
心
の
働
き
と
か
の
意
。
対
応
す
る

｢
黎
献｣

が
賢
人
の
意
だ
っ
た
の
で
、
こ
こ
の

｢

性
霊｣

も
精
神

を
有
し
た
人
間
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
が

｢

不
居｣

(

と
ど
ま
ら
な
い)

と
い
う
の
は
、
悠
久
の
時
間
の
流
れ
に
あ
っ
て
、
ひ

と
は
す
ぐ
死
ん
で
し
ま
う
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
づ
く

｢

騰
声
飛
実｣

句
は
、
司
馬
相
如

｢

封
禅
文｣

の

｢

蜚
英
声�

、
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騰�

茂
実�｣

(

名
声
を
と
ば
し
、
徳
望
を
た
て
る
、
の
意)

に
も
と
づ
い
た
表
現
だ
ろ
う
。
こ
の
二
句
に
適
宜
手
を
く
わ
え
れ
ば
、
す

ぐ
｢

騰
声
飛
実｣

の
語
は
で
き
る
。

つ
ぎ
の

｢

制
作｣

は
、
文
学
も
ふ
く
め
た
著
述
行
為
を
さ
す
の
だ
ろ
う
。
す
る
と
対
応
す
る

｢

智
術｣

も
、
通
常
の
知
謀

(

た
と

え
ば
、
天
下
統
一
を
な
す
知
謀
の
類)

を
さ
す
の
で
な
く
、
著
述
を
つ
づ
る
た
め
の
知
謀
と
解
し
た
ほ
う
が
よ
い
。
た
だ
し
呉
林
伯

『

義
疏』

は
、
知
謀
が
あ
っ
て
こ
そ
著
述
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
り
、
こ
の
八
句
は
並
列
の
対
偶
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
そ

う
い
わ
れ
れ
ば
そ
の
と
お
り
だ
が
、
し
か
し
流
水
対
ふ
う
に
意
味
が
進
展
し
て
い
る
の
は
、
こ
の

｢

智
術
↓
制
作｣

だ
け
に
す
ぎ
な

い
。
こ
れ
以
外
の
対
応
、｢
宇
宙
綿
�
�
歳
月
飄
忽｣

｢

黎
献
紛
雑
�
性
霊
不
居｣

｢

拔
萃
出
類
�
騰
声
飛
実｣

は
、
す
べ
て
正
対
せ
い
つ
い

ふ

う
の
並
列
で
あ
る
。
す
る
と
、
こ
の

｢

智
術
↓
制
作｣

だ
け
を
と
り
あ
げ
て
並
列
で
な
い
と
主
張
す
る
の
は
、
す
こ
し
く
る
し
い
理

屈
だ
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
は
｢

ひ
と
が
功
業
を
う
ち
た
て
る
に
は
、
頭
脳
を
駆
使
す
る
し
か
な
い｣

と
の
べ
た
、
四
句
ず
つ

の
正
対
だ
と
解
し
て
お
こ
う
。

つ
づ
く

｢

夫
有
肖
貌
天
地｣

四
句
は
、
ひ
と
を

｢

天
地｣

に
比
擬
し
た
も
の
で
、
諸
家
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
董
仲
舒
の
天
人
合

一
理
論
、
具
体
的
に
は

『

春
秋
繁
露』

人
副
天
数
篇
の
議
論
な
ど
に
依
拠
し
た
も
の
だ
ろ
う

(

な
が
い
の
で
引
用
は
略)

。
か
く
雄

大
な
天
地
に
も
比
擬
さ
れ
る
べ
き
人
間
は
、
も
と
よ
り
霊
妙
な
存
在
に
き
ま
っ
て
い
る
と
い
う
議
論
が
、
つ
ぎ
の

｢

其
超
出
万
物
、

亦
已
霊
矣｣

二
句
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
は
、『

尚
書』
泰
誓
上
の

｢

惟
天
地
万�

物�

父
母
、
惟
人
万�

物�

之
霊�｣

(

天
地
は
万
物
の
父
母

で
あ
り
、
人
間
は
万
物
の
霊
長
で
あ
る
、
の
意)

な
ど
に
も
と
づ
い
た
表
現
だ
ろ
う
。
要
す
る
に

｢

ひ
と
は
天
地
に
似
せ
て
つ
く
ら

れ
た
。
だ
か
ら
万
物
の
な
か
で
傑
出
し
た
存
在
な
の
だ｣

と
い
う
理
屈
だ
。
こ
の
あ
た
り
の
理
屈
は
、『

文
心
雕
龍』

原
道
篇
で
も

｢

惟
人
参
之
、
性
霊
所
鍾
、
是
謂
三
才
。
為
五
行
之
秀
、
実
天
地
之
心｣

(
ひ
と
は
天
地
と
肩
を
な
ら
べ
ら
れ
る
存
在
で
あ
り
、
ま
た

天
地
の
精
気
の
集
合
体
で
も
あ
る
の
で
、
天
、
地
、
人
を
あ
わ
せ
て
三
才
と
い
わ
れ
る
。
つ
ま
り
ひ
と
は
、
五
行
の
秀
気
よ
り
な
り
、

92



天
地
の
心
を
有
し
て
い
る
の
だ｣

と
の
べ
ら
れ
て
お
り
、
劉
�
お
得
意
の
議
論
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
天
人
合
一
の
思
想
は
周
知
の
よ
う
に
、
中
国
で
は
董
仲
舒
以
後
、
普
遍
的
な
も
の
と
な
り
、
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
言
及
さ
れ

て
き
て
い
る
。
た
だ
私
は
疑
問
に
お
も
う
の
だ
が
、
六
朝
に
い
き
て
い
た
劉
�
は
、
そ
う
し
た
、
天
と
人
と
が
一
致
す
る
と
い
う
神

秘
的
な
考
え
を
、
ほ
ん
と
う
に
心し

ん

か
ら
信
じ
て
か
く
叙
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
か
つ
て
董
仲
舒
が
そ
う
い
っ
て
い
た
し
、

ま
た
自
分
が
文
学
論
を
展
開
す
る
の
に
も
都
合
が
い
い
の
で
、
本
気
で
は
信
じ
て
な
い
が
、
ま
あ
建
前
上
そ
う
い
う
こ
と
に
し
て
お

こ
う
、
と
い
う
程
度
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
あ
た
り
は
な
か
な
か
微
妙
な
と
こ
ろ
で
、
い
ず
れ
と
も
き
め
が
た
い
。
私
の
推
測

は
後
者
の
ほ
う
に
か
た
む
く
の
だ
が
、
し
か
し
そ
う
だ
と
主
張
す
る
根
拠
も
な
い
。
と
り
あ
え
ず
、
右
の
よ
う
に
訳
し
て
お
い
た
。

つ
づ
く

｢

形
同｣

二
句
は
、
そ
う
し
た
霊
妙
な
存
在
た
る
ひ
と
の
、
卓
越
ぶ
り
を
か
た
っ
た
も
の
。
こ
こ
の

｢

形
体
は
草
木
の
よ

う
に
も
ろ
い
が
、
名
声
は
金
石
の
か
た
さ
を
う
わ
ま
わ
る｣

は
、
内
容
的
に
は
反
対
は
ん
つ
い

で
あ
り
、
な
か
な
か
巧
妙
な
も
の
と
い
え
よ
う
。

『

�
詮』

に
よ
る
と
、
こ
の
部
分
は
古
詩
十
九
首
の

｢

盛
衰
各
有
時
、
立
身
苦
不
早
。
人
生
非
金
石
、
豈
能
長
壽
考
。
奄
忽
随
物
化
、

栄
名
以
為
宝｣

(

盛
衰
に
は
き
ま
っ
た
時
期
が
あ
る
の
で
、
ひ
と
は
は
や
く
立
身
し
な
い
の
を
な
や
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
命
は
金
石
で

は
な
い
の
で
、
長
寿
を
え
ら
れ
る
は
ず
は
な
い
。
ひ
と
は
も
の
と
と
も
に
す
ぐ
死
ぬ
の
で
、
死
後
の
名
声
を
た
い
せ
つ
に
し
よ
う
、

の
意)

に
依
拠
す
る
と
い
う
。
発
想
と
し
て
は
、
た
し
か
に
似
て
い
る
。
ま
た

｢

樹
徳
建
言｣

句
は
、『

左
氏
伝』

襄
公
二
十
四
年

の

｢

大
上
有
立
徳�

、
其
次
有
立
功
、
其
次
有
立
言�

。
雖
久
不
廃
、
此
之
謂
不
朽｣

(

最
上
は
徳
を
う
ち
た
て
、
つ
ぎ
は
功
を
あ
げ
、

そ
の
つ
ぎ
は
よ
き
こ
と
ば
を
の
こ
す
。
こ
れ
ら
は
年
月
が
す
ぎ
て
も
す
た
れ
な
い
。
こ
れ
を
不
朽
と
い
う
、
の
意)

に
よ
っ
た
も
の

だ
ろ
う
。
君
子
は

｢

最
上
は
立
徳
、
次
善
は
立
功
、
三
善
は
立
言｣
を
め
ざ
す
べ
し
と
い
う

徳＞

功＞

言

の
価
値
基
準
は
、
中
国
の
儒
家
的
な
人
生
訓
と
し
て
、
あ
ま
ね
く
し
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
句
は
、
劉
�
が
そ
う
し
た
考
え
か
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た
に
忠
実
で
あ
り
、
つ
ま
り
儒
家
的
価
値
観
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
お
わ
り
の

｢

豈
好｣

二
句
は
、
諸
家
が
指
摘

す
る
よ
う
に
、『

孟
子』

滕
文
公
下
の

｢

予
豈�

好�

弁�

哉�

。
予
不�

得�

已�

也�｣
(

私
は
ど
う
し
て
弁
舌
を
こ
の
も
う
か
。
や
む
を
え
ず
弁
じ

て
い
る
だ
け
だ
、
の
意)

を
使
用
し
た
も
の
。
ほ
と
ん
ど
典
拠
そ
の
ま
ま
で
あ
り
、
や
や
く
ふ
う
の
な
い
措
辞
で
あ
る
。

第
三
段

執
筆
の
動
機

予
生
七
齢
、
乃
夢
彩
雲
若
錦
、
則
攀
而
採
之
。
歯
在
踰
立
、
則
嘗
夜
夢
、
執
丹
漆
之
礼
器
、
随
仲
尼
而
南
行
。

旦
而
寤
、
迺
怡
然
而
喜
。
大
哉
聖
人
之
難
見
也
、
乃
小
子
之
垂
夢
歟
。

自
生
人
以
来
、
未
有
如
夫
子
者
也
。
敷
讃
聖
旨
、
莫
若
注
経
。
而
馬
鄭
諸
儒
、
弘
之
已
精
。
就
有
深
解
、
未
足
立
家
。

唯
文
章
之
用
、
実
経
典
枝
條
。

五
礼
資
之
以
成
、

君
臣
所
以
炳
煥
、
詳
其
本
源
、
莫
非
経
典
。

六
典
因
之
致
用
、

軍
国
所
以
昭
明
。

而
去
聖
久
遠
、
文
体
解
散
。
辞
人
愛
奇
、
言
貴
浮
詭
、
飾
羽
尚
画
、
文
�
�
�
、
離
本
弥
甚
、
将
遂
訛
濫
。

蓋

周
書
論
辞
、
貴
乎
体
要
、
辞
訓
之
異
、
宜
体
於
要
。
於
是
搦
筆
和
墨
、
乃
始
論
文
。

尼
父
陳
訓
、
悪
乎
異
端
。

私
は
七
歳
の
と
き
夢
の
な
か
で
、
錦
の
ご
と
き
彩
雲
が
あ
ら
わ
れ
、
よ
じ
の
ぼ
っ
て
そ
れ
を
手
に
と
っ
た
。
ま
た
三
十
歳

す
ぎ
の
こ
ろ
、
あ
る
夜
の
夢
に
、
あ
か
い
漆
ぬ
り
の
祭
器
を
も
っ
て
、
孔
子
の
あ
と
を
つ
い
て
南
方
へ
い
っ
た
。
朝
め
ざ
め

た
と
き
、
私
は
う
れ
し
か
っ
た
。
す
ご
い
で
は
な
い
か
。
聖
人
に
は
め
っ
た
に
お
会
い
で
き
ぬ
も
の
な
の
に
、
私
ご
と
き
者

の
夢
の
な
か
に
あ
ら
わ
れ
て
く
れ
た
の
だ
。

94



こ
の
世
に
人
類
が
あ
ら
わ
れ
て
以
来
、
孔
子
の
ご
と
き
偉
大
な
者
は
い
な
か
っ
た
。
そ
の
み
教お
し

え
を
宣
揚
す
る
に
は
、
経

書
の
注
解
を
つ
く
る
の
が
い
ち
ば
ん
だ
ろ
う
。
し
か
し
大
儒
の
馬
融
や
鄭
玄
ら
が
、
す
で
に
精
細
な
注
解
を
か
い
て
い
る
の

で
、
た
と
え
私
に
ふ
か
い
解
釈
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
一
家
を
た
て
る
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
。

た
だ
文
学
の
効
用
た
る
や
、
経
書
の
補
佐
に
な
り
う
る
も
の
だ
。
五
つ
の
礼
法
は
文
学
に
よ
っ
て
成
立
し
、
六
つ
の
職
掌

も
こ
れ
に
よ
っ
て
用
を
な
し
、
ま
た
君
臣
の
関
係
は
明
瞭
に
な
り
、
軍
事
や
経
国
の
道
も
は
っ
き
り
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
文
学
の
効
用
の
も
と
を
た
だ
せ
ば
、[

そ
の
本
体
た
る]

経
書
の
お
か
げ
で
な
い
も
の
は
な
い
。

だ
が
聖
人
の
時
代
か
ら
と
お
い
現
今
は
、
文
学
の
ス
タ
イ
ル
は
お
と
ろ
え
て
し
ま
っ
た
。
文
人
た
ち
は
奇
抜
さ
を
こ
の
み
、

そ
の
文
辞
は
軽
薄
そ
の
も
の
。[

美
麗
な]

羽
に
さ
ら
に
模
様
を
ほ
ど
こ
し
、
帯
や
手
拭
い
に
よ
け
い
な
ぬ
い
と
り
を
す
る

ば
か
り
で
、[

経
書
の
補
佐
と
い
う]

本
質
か
ら
は
な
れ
て
、
混
乱
の
極
に
い
た
ろ
う
と
し
て
い
る
。

お
も
う
に

『

尚
書』

で
は
文
辞
を
論
じ
て
、
簡
要
な
る
こ
と
を
重
視
し
た
。
孔
子
は
訓
戒
を
の
べ
て
、
異
端
の
文
を
ま
な

ぶ
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
た
。
か
く
教
え
は
各
様
に
こ
と
な
る
が
、
そ
う
し
た
古
言
の
要
点
は
把
握
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
そ

こ
で
私
は
筆
を
と
り
、
文
学
論
の
執
筆
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
第
三
段
は
、『

文
心
雕
龍』

執
筆
の
き
っ
か
け
を
の
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
の
論
旨
は
、｢

孔
子
は
偉
大
だ
↓

そ

の
教
え
は
経
書
に
あ
る

↓

だ
が
経
書
注
解
で
は
自
分
の
出
番
は
な
い

↓

文
学
は
経
書
の
補
佐
だ

↓

そ
の
文
学
は
い
ま

混
乱
し
て
い
る

↓

自
分
が
た
だ
し
き
文
学
を
論
じ
よ
う｣
と
い
う
も
の
だ
。
こ
こ
で
も
孔
子
や
経
書
を
尊
崇
す
る
、
儒
家
ふ
う

発
言
が
め
だ
っ
て
い
る
。

ま
ず
は
二
つ
の
夢
の
話
が
か
た
ら
れ
る
。
は
じ
め
は
、
夢
の
な
か
で

｢
錦�

の
ご
と
き
彩
雲｣

を
と
っ
た
話
。
こ
こ
で
の
錦
は
、
江

淹
が｢

夢
の
な
か
で
、
張
協
と
名
の
る
男
に
錦�

を
手
わ
た
し
た
と
こ
ろ
、
文
才
が
お
と
ろ
え
て
し
ま
っ
た｣

と
い
う
話
に
よ
く
似
る
。
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こ
れ
ら
で
の
錦
や
彩
雲
は
、
文
学
的
才
能
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
劉
�
は
七
歳
の
と
き
、
天
か
ら
文
学
的
才
能
を
さ
ず
か
っ
た

と
い
い
た
い
の
だ
ろ
う
。
す
る
と
こ
の
夢
の
話
、
序
志
篇
の
末
尾

｢

茫
茫｣

四
句
と
も
対
応
し
つ
つ
、
お
の
が
文
才
へ
の
自
負
を
暗

示
し
た
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い

(

後
述)

。

つ
ぎ
は
、
夢
の
な
か
で
孔
子
に
つ
き
し
た
が
っ
た
話
。｢

踰
立｣

の

｢

立｣

は
、『

論
語』

為
政
の

｢

三
十
に
し
て
立
つ｣

を
ふ
ま

え
て
三
十
歳
を
意
味
す
る
。
す
る
と｢

踰
立｣

は
三
十
歳
す
ぎ
、
つ
ま
り
三
十
一
や
三
十
二
歳
ご
ろ
を
さ
そ
う
。
そ
の
こ
ろ
劉
�
は
、

あ
か
い
漆
ぬ
り
の
祭
器
を
も
っ
て
、
孔
子
に
し
た
が
っ
て
南
行
し
た
夢
を
み
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
の

｢

南
行｣

は
、
劉
�
の
先
祖
が

永
嘉
の
乱
を
さ
け
て
、
江
南
へ
う
つ
っ
て
き
た
こ
と
を
さ
す
の
か
、
そ
れ
と
も
な
に
か
別
個
の
典
拠
を
ふ
ま
え
る
の
か
、
よ
く
わ
か

ら
な
い
。『

義
疏』

は
こ
の
夢
中
の

｢

南
行｣

を
、｢

南
岳
で
天
を
祭
祀
し
、
帝
を
称
す
る｣

こ
と
と
し
、
劉
�
は
、
自
分
が
そ
の

[

孔
子
に
も
比
す
べ
き]

聖
王
を
補
佐
し
て
、
自
己
の
政
治
的
抱
負
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
を
、
寓
し
た
も
の
と
す
る
。
つ
ま
り
自
己

の
政
治
的
野
心
を
暗
示
し
た
夢
で
あ
り
、｢

こ
の
と
き
劉
�
は
そ
の
身
は
山
寺
に
あ
っ
た
が
、
心
は
政
治
の
場
を
は
せ
め
ぐ
っ
て
い

た｣

と
解
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
見
か
た
、
劉
�
に
仕
官
へ
の
野
心
が
存
し
て
い
た
の
は
事
実
だ
ろ
う
が
、
は
た
し
て
こ
こ
ま
で
断

言
し
て
い
い
の
か
、
す
こ
し
不
安
も
な
い
で
は
な
い
。
た
だ
劉
�
が
な
に
を
寓
し
た
に
せ
よ
、
こ
の
夢
の
話
は
、
諸
家
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
孔
子
つ
ま
り
儒
教
へ
の
尊
崇
を
か
た
っ
た
も
の
と
解
し
て
大
過
な
か
ろ
う
。

こ
の
孔
子
の
夢
を
み
て
よ
ろ
こ
ん
だ
と
い
う
の
が
、｢
旦
而
寤｣

以
下
四
句
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
の

｢

大
哉
聖
人
之
難
見
也｣

と

｢

乃
小
子
之
垂
夢
歟｣

と
は
、
も
し
前
後
の
助
字
の
字
数
が
お
な
じ
だ
っ
た
ら
、

聖
人
之
難
見
也
、

小
子
之
垂
夢
歟
。

の
ご
と
き
対
偶
に
な
る
と
こ
ろ
だ
が
、
あ
え
て
と
と
の
え
て
い
な
い
。
も
し

｢
文
賦｣

中
に
こ
う
し
た
記
述
が
あ
っ
た
な
ら
、
陸
機
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は
お
そ
ら
く
適
宜
、
助
字
を
添
削
し
て
対
偶
に
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
あ
た
り
、
両
人
の
文
学
的
資
質
の
違
い
を
暗
示
し
て
い
る

が
、
そ
の
執
筆
意
図
の
相
違
も
し
め
す
も
の
だ
ろ
う
。
劉
�
は
陸
機
の
ご
と
く
、
文
人
と
し
て

[

文
学
を
論
じ
た]

賦
を
つ
づ
っ
て

い
る
の
で
な
い
。
儒
家
の
徒
と
し
て
、[

経
書
の
補
佐
た
る]

文
学
の
あ
る
べ
き
す
が
た
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
づ
く

｢
自
生
人
以
来
、
未
有
如
夫
子
者
也｣

は
、『

孟
子』

公
孫
丑
上
の

｢

自�

生�

民
以�

来�

、
未�

有�

盛
於
孔
子
也�｣

を
も
じ
っ
た

表
現
。
す
ぐ
う
え
の

｢

拔
萃
出
類
、
智
術
而
已｣

で
も
、
こ
れ
と
お
な
じ

『

孟
子』

を
も
ち
い
て
い
た
。｢

敷
讃
聖
旨
、
莫
若
注
経｣

と
い
う
の
は
、
孔
子
が
経
書
作
成
に
関
与
し
た
の
で
、
孔
子
の
教
え
は
経
書
の
な
か
に
つ
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
前
提
に
た
つ
の
だ

ろ
う
。
だ
か
ら

｢

そ
の
み
教
え
を
宣
揚
す
る
に
は
、
経
書
の
注
解
を
つ
く
る
の
が
い
ち
ば
ん｣

な
の
で
あ
る
。｢

就
有
深
解｣

の

｢

就｣

は

｢

た
と
え
…
…
で
あ
っ
て
も｣

の
意
で
あ
り
、
や
や
口
語
ふ
う
な
言
い
か
た
で
あ
る
。
こ
の
用
法
、
劉
�
が
か
く
美
文
の

な
か
で
使
用
す
る
か
ら
に
は
、
こ
の
時
期
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
口
語
的
に
は
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

｢

唯
文
章
之
用｣

以
下
か
ら
、
よ
う
や
く
文
学
の
話
題
に
う
つ
っ
て
く
る
。
経
書
注
解
は
、
馬
融
や
鄭
玄
ら
が
お
こ
な
っ
て
い
る

か
ら
、
次
善
の
策
と
し
て
文
学
論
を
つ
づ
っ
た
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
話
題
を｢

孔
子
↓
経
書
↓
文
学｣

と
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
て
ゆ
き
、

こ
の
あ
た
り
か
ら
自
分
が
文
学
論
、
つ
ま
り

『
文
心
雕
龍』

を
つ
づ
っ
た
動
機
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
わ
け
だ
。
初
二
句

｢

唯
文
章

之
用
、
実
経
典
枝
條｣

の
、
文
学
の
効
用
は
経
書
の

｢
枝
條｣

(

補
佐
、
の
意)

に
な
り
う
る
、
と
い
う
発
想
は
、
宗
経
篇
の

｢

文

能
宗
経｣

(

文
学
は
五
経
を
宗
主
と
す
る
、
の
意)

や
、
諸
子
篇
の

｢

枝
條
五
経｣

(

諸
子
百
家
の
書
は
五
経
の
枝
條
に
あ
た
る
、
の

意)

の
発
言
と
、
同
種
の
も
の
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
儒
家
的
価
値
観
を
有
す
る
劉
�
か
ら
み
る
と
、
経
書
が
礼
楽
の
ト
ッ
プ
の
地
位

に
あ
り
、
そ
の
補
佐
と
し
て
諸
子
や
文
学
が
存
在
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

つ
づ
く

｢

五
礼
資
之｣

云
々
の
四
句
は
、
実
社
会
に
お
け
る
文
学
の
効
用
を
か
た
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
文
学
の
効
用
は
、
の
ち

に
北
斉
の
顔
之
推

『

顔
氏
家
訓』

文
章
篇
に
お
い
て
、
い
っ
そ
う
詳
細
に
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
文
学
の
多
様
な
効
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用
の
源
を
た
だ
せ
ば
、
け
っ
き
ょ
く
経
書
に
ゆ
き
つ
く
と
い
う
の
が
、｢

詳
其
本
源
、
莫
非
経
典｣

二
句
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
の

議
論
は
、『

文
心
雕
龍』

の
徴
聖
篇
や
宗
経
篇
で
も
主
張
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
序
志
篇
の
記
述
は
そ
こ
で
の
議
論
を
要
約
し
た
も

の
と
か
ん
が
え
て
よ
か
ろ
う
。

｢

而
去
聖
久
遠｣

の

｢

而｣

は
、
逆
接
を
あ
ら
わ
す
。
文
学
は
経
書
の
補
佐
だ
っ
た
が
、｢

し
か
し
な
が
ら
現
今
は｣

と
い
う
感
じ

で
あ
る
。｢
而
去
聖
久
遠｣

の
句
は
、『

漢
書』

芸
文
志
に｢

方
今
去�

聖�

久�

遠�

、
道
術
缺
廃
、
無
所
更
索｣

(

聖
人
の
世
を
と
お
く
さ
っ

た
い
ま
、
聖
人
の
道
は
す
た
れ
、
も
は
や
追
求
し
よ
う
も
な
い
、
の
意)

と
あ
る
な
ど
、
相
似
し
た
言
い
回
し
が
い
く
つ
か
み
え
る
。

以
下
、
近
代
の
文
学
の
混
乱
ぶ
り
が
か
た
ら
れ
て
ゆ
く
。｢

文
体
解
散｣

の

｢

解
散｣

は
、
褒

(

束
縛
か
ら
の
が
れ
る)

と
も
、
貶

(

解
体
し
て
ち
り
ぢ
り
に
な
る)
と
も
、
ど
ち
ら
の
意
に
も
解
せ
る
が
、
前
後
の
文
脈
か
ら
み
る
と
貶
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
す
べ
き
だ

ろ
う
。｢

飾
羽
尚
画｣

は
、『

莊
子』
列
禦
寇
の

｢

仲
尼
方
且
飾�

羽�

而
画�

、
従
事
華
辞｣

(

仲
尼
は
羽
を
か
ざ
っ
て
さ
ら
に
模
様
を
く

わ
え
、
美
辞
麗
句
を
な
ら
べ
た
て
て
い
る
、
の
意)

に
、
ま
た

｢

文
�
�
�｣

は
、『

法
言』

寡
見
の

｢

今
之
学
也
、
非
独
為
之
華

藻
也
、
又
従
而
��

其�

��

��｣
(

い
ま
の
学
問
は
、
衣
服
に
模
様
を
え
が
く
だ
け
で
な
く
、
大
帯
や
手
拭
い
に
も
刺
繍
を
ほ
ど
こ
し
て

い
る
よ
う
な
も
の
だ
、
の
意)

に
、
そ
れ
ぞ
れ
由
来
す
る
。
い
ず
れ
も

｢

よ
け
い
な
こ
と
を
す
る｣

の
意
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
種
の

発
言
や
典
故
は
、
六
朝
の
保
守
的
な
文
学
者
が
、
宋
斉
に
流
行
し
た
華
麗
な
美
文
を
批
判
す
る
と
き
に
、
し
ば
し
ば
も
ち
い
る
も
の

で
あ
り
、
劉
�
の
専
売
特
許
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

つ
ぎ
の

｢

周
書
論
辞
、
貴
乎
体
要｣

二
句
は
、『

尚
書』

畢
命
の

｢

政
貴
有
恒
、
辞
尚
体�

要�｣
(

政
治
で
は
不
変
さ
が
だ
い
じ
で
あ

り
、
文
章
で
は
簡
要
な
の
が
よ
い
、
の
意)

を
、
ま
た

｢

尼
父
陳
訓
、
悪
乎
異
端｣

二
句
は
、『

論
語』

為
政
の

｢

攻
乎
異�

端�

、
斯

害
也
已｣

(

異
端
の
学
問
を
ま
な
ぶ
の
は
、
害
で
し
か
な
い
ぞ
、
の
意)
を
、
そ
れ
ぞ
れ
意
識
し
て
つ
づ
っ
た
も
の
。
後
者
の

｢

異

端｣

は
、
こ
こ
で
は
近
時
の
文
学
の

｢

奇｣

や

｢

浮
詭｣

な
ど
の
傾
向
を
さ
す
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
つ
づ
く

｢

辞
訓
之
異
、
宜
体
於
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要｣

二
句
の
ほ
う
は
、
な
か
な
か
解
釈
が
む
つ
か
し
い
。
諸
家
の
解
釈
も
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
に
分
岐
し
て
い
る
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、

牟
世
金

『

范
注
補
正』

の

｢

聖
人
の
教
え

(

孔
子
の
異
端
云
々
の
発
言)

と
経
書
中
の
議
論

(

畢
命
中
の
簡
要
云
々
の
記
事)

と
は

こ
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
主
要
な
精
神
は
わ
き
ま
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。〈

宜
体
於
要〉

と
は
、
そ
う
し
た
こ
と
を
い
っ

た
も
の
で
あ
る｣

と
い
う
説
明
が
、
い
ち
ば
ん
説
得
力
が
あ
り
そ
う
だ
。
と
り
あ
え
ず
こ
の
解
釈
に
し
た
が
っ
て
、
右
の
訳
で
は

｢

か
く
教
え
は

[
経
書
や
聖
人
に
よ
っ
て]

各
様
に
こ
と
な
る
が
、
そ
う
し
た
古
言
の
要
点

(

簡
要
さ
を
重
視
す
る
、
異
端
を
ま
な

ば
ず)

は
把
握
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う｣

と
解
し
て
お
い
た
。

難
解
な

｢

辞
訓
論
辞
、
貴
乎
体
要｣

二
句
、
い
ち
お
う
は
右
の
よ
う
に
解
す
る
が
、
よ
り
こ
ま
か
く
解
説
し
て
お
こ
う
。
前
句
の

｢

辞
訓｣

の
語
は
、
直
前
の

｢
辞｣

(｢

論
辞�｣

の

｢

辞｣)

と

｢

訓｣
(｢

陳
訓�｣

の

｢

訓｣)

を
う
け
た
も
の
だ
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。

｢

異｣

と
は
、
そ
の
両
者

(『

尚
書』
畢
命
と

『

論
語』

為
政)

の
こ
と
な
る
と
こ
ろ
、
の
意
だ
ろ
う
。
後
句

｢

宜
体
於
要｣

は
、
右

の

[

典
拠
た
る]

畢
命
の

｢

体
要｣
の
用
例
に
依
拠
し
つ
つ
、｢

宜
し
く
要
を
体
す
べ
し｣

(

大
要
を
把
握
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ)

と
つ
づ
っ
た
と
み
な
し
た
。
つ
ま
り
お
な
じ

｢
体
要｣

の
語
だ
が
、
直
前
の
句

｢

貴
乎
体
要｣

で
は

｢

簡
要
な
る
こ
と｣

と
名
詞
ふ

う
に
使
用
し
、｢

宜
体
於
要｣

で
は

｢

大
要
を
把
握
す
る｣

と
動
詞
ふ
う
に
つ
か
っ
て
い
る
と
解
す
る
の
だ
。
こ
れ
は
同
語
に
こ
と

な
る
意
を
も
た
せ
た
、
技
巧
的
か
つ
遊
戯
的
な
用
法
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
劉
�
は
原
道
篇
で
も
、｢

文｣

の
語
に
あ
や
と
文
章
の
意

を
か
け
て
使
用
す
る
な
ど
、
と
き
に
同
字
異
義
ふ
う
の
技
巧
的
な
利
用
法
を
お
こ
な
っ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
同
種
の
利
用
法
を
遊

戯
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
お
こ
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
お
も
う
。
さ
ら
に
こ
の
部
分
で
は
、｢

辞｣
｢

訓｣
｢

体｣
｢

要｣
｢

異｣

な
ど
、

美
文
で
は
め
ず
ら
し
い
同
字
重
用
が
め
だ
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
も
、
通
常
の
美
文
叙
法
と
は
す
こ
し
ち
が
っ
た
も
の
だ
と

い
っ
て
よ
い
。
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第
四
段

文
学
批
評
簡
史

詳
観
近
代
之
論
文
者
多
矣
。

至
於

魏
文
述
典
、

応
�
文
論
、

仲
洽
流
別
、

各
照
隅
隙
、

或
臧
否
当
時
之
才
、

或
汎
挙
雅
俗
之
旨
、

陳
思
序
書
、

陸
機
文
賦
、

宏
範
翰
林
、

鮮
観
衢
路
。

或
銓
品
前
修
之
文
、

或
撮
題
篇
章
之
意
。

魏
典
密
而
不
周
、

応
論
華
而
疏
略
、

流
別
精
而
少
功
、

陳
書
弁
而
無
当
、

陸
賦
巧
而
碎
乱
、

翰
林
浅
而
寡
要
。

又

君
山
公
幹
之
徒
、
汎
議
文
意
、
往
往
間
出
。
並
未
能

振
葉
以
尋
根
、

不
述
先
哲
之
誥
、

吉
甫
士
龍
之
輩
、

観
瀾
而
索
源
。

無
益
後
生
之
慮
。

近
代
の
文
学
批
評
の
著
作
を
み
わ
た
す
と
、
な
か
な
か
か
ず
お
お
い
。
魏
文
帝
の｢

典
論｣

論
文
、
陳
思
王
曹
植
の
書
簡
、

応
�
の
文
学
論
、
陸
機
の

｢

文
賦｣

、
摯
虞
の

｢

文
章
流
別
志
論｣

、
李
充
の

｢

翰
林
論｣

な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
文
学

の
一
部
を
論
じ
た
だ
け
で
、
全
体
を
み
わ
た
し
た
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
当
時
の
文
人
の
才
能
を
批
評
し
た
り
、
先

人
の
文
学
を
論
じ
た
り
、
ま
た
雅
俗
の
問
題
を
と
り
あ
げ
た
り
、
作
品
の
趣
意
を
解
説
し
た
り
し
た
だ
け
だ
。

じ
っ
さ
い
、
魏
文
帝
の

｢

典
論｣

論
文
は
緻
密
だ
が
全
体
を
み
て
お
ら
ず
、
曹
植
の
書
簡
は
雄
弁
だ
が
的
は
ず
れ
。
応
�

の
文
学
論
は
華
麗
だ
が
粗
略
す
ぎ
る
し
、
陸
機
の

｢

文
賦｣
は
巧
緻
だ
が
く
だ
く
だ
し
い
。
摯
虞
の

｢

文
章
流
別
志
論｣

は

精
細
だ
が
う
ま
い
と
は
い
え
ず
、
李
充
の

｢

翰
林
論｣

は
簡
略
だ
が
要
点
を
つ
く
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
桓
譚
や
劉
�
、
ま

た
応
貞
や
陸
雲
ら
も
、
ひ
ろ
く
文
学
を
論
じ
て
、
し
ば
し
ば
よ
い
見
解
も
提
起
し
て
い
る
。
だ
が
い
ず
れ
の
文
学
論
も
、
葉
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先
か
ら
根
元
に
、
波
頭
か
ら
源
流
に
と
、
根
本
を
き
わ
め
つ
く
し
て
は
お
ら
ぬ
。
そ
れ
で
は
先
哲
の
教
え
を
祖
述
す
る
こ
と

も
で
き
ず
、
後
学
の
創
作
に
利
す
る
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
第
四
段
は
、
劉
�
が
、
過
去
の
文
学
論
を
ふ
り
か
え
り
つ
つ
、
そ
の
良
否
を
評
論
し
た
も
の
で
あ
る
。
主
要
な
文
学
論
を
ひ

と
つ
ひ
と
つ
と
り
あ
げ
て
評
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
列
挙
ふ
う
内
容
は
対つ

い

に
し
や
す
い
の
で
、
こ
の
部
分
で
は
対
偶
が
お
お
く
な
っ

て
い
る
。
か
く
対
偶
で
挙
例
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
、
応
�
の
作
や
劉
�
・
応
貞
ら
の
議
論
は
未
詳
だ
が
、
そ
れ
以
外
の
文
学
論
は
現

在
で
も
の
こ
っ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
す
る
と
、
当
時
の
主
要
な
文
学
論
は
、
お
お
む
ね
現
今
ま
で
つ
た
わ
っ
て
い
る
と
し
て
よ
か
ろ

う
。さ

て
、
劉
�
は

｢

典
論｣
ら
前
代
の
文
学
論
の
作
者
と
作
品
を
列
挙
し
た
あ
と
、｢

各
照
隅
隙｣

句
か
ら
過
去
の
文
学
論
を
批
評

し
は
じ
め
る
。｢

各
照｣

云
々
、｢
或
臧
否｣

云
々
、｢

或
汎
挙｣

云
々
、
い
ず
れ
も
同
種
の
内
容
を
並
列
的
に
叙
し
た
正
対
で
あ
る
。

ま
ず

｢

各
照｣

二
句
で
、
総
論
ふ
う
に

｢
文
学
の
一
部
を
論
じ
た
け
で
、
総
体
を
み
わ
た
し｣

て
い
な
い
と
欠
点
を
指
摘
し
、｢

或

臧
否｣

以
下
の
四
句
で
そ
の
欠
点
を
具
体
的
に
説
明
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
文
脈
か
ら
み
れ
ば
、
こ
の
四
句
の

｢

或｣

字
は
、
六
字

句
を
く
ず
し
て
で
も
、
必
要
な
助
字
だ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
こ
の
字
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
具
体
的
指
摘
の

｢

或
臧

否｣

四
句
が
、
総
論
ふ
う
記
述
の

｢

各
照｣

二
句
と
同
列
の
も
の
と
み
な
さ
れ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
あ
た
り
、
な
か
な
か
周
到
な
助
字

使
用
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

｢

魏
典
密
而
不
周｣

以
下
の
六
句
は
、｢

○
だ
け
れ
ど
も
×
で
あ
る｣

と
い
う
言
い
か
た
で
批
評
を
お
こ
な
っ
た
も
の
だ
。
こ
の
六

句
、
い
ず
れ
も
○
に
褒
が
き
て
×
に
貶
が
く
る
構
造
で
あ
る
。
か
く
一
長
一
短
を
あ
げ
て
は
い
る
が
、
け
っ
き
ょ
く
は

｢

す
べ
て
よ

ろ
し
く
な
い｣

と
い
う
結
論
が
き
て
い
る
。
つ
づ
く

｢

又
君
山
公
幹
之
徒｣
以
下
は
、
い
わ
ば
そ
の
他
大
勢
の
文
学
論
を
、
ま
と
め

て
と
り
あ
げ
た
も
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
の

｢

往
往
間
出｣

は
訳
し
に
く
い
が
、｢
桓
譚
ら
四
人
の
批
評
は
、
し
ば
し
ば
よ
い
見
解
も
提
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起
し
て
い
る｣

の
意
味
に
と
っ
た
。

｢

並
未
能｣

の
主
語
は
、
魏
文
帝

｢

典
論｣

論
文
か
ら
応
貞
、
陸
雲
ら
ま
で
す
べ
て
を
ふ
く
む
の
だ
ろ
う
。
過
去
の
文
学
批
評
で

は
、｢
振
葉
以
尋
根
、
観
瀾
而
索
源｣

が
じ
ゅ
う
ぶ
ん
で
き
て
い
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の

｢

振
葉｣

云
々
の
正
対
せ
い
つ
い

は
、
要

す
る
に

｢
根
源

(

た
ぶ
ん
経
書
の
こ
と
だ
ろ
う)

ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
文
学
の
発
展
を
み
と
お
す
べ
し｣

と
主
張
し
た
も
の
で
、
い

わ
ば
劉
�
の
文
学
批
評
の
奥
義
を
か
た
っ
た
も
の
で
も
あ
る
の
に
注
意
し
よ
う
。
た
だ
こ
の
根
源
遡
及
の
主
張
は
、
劉
�
の
創
案
に

よ
る
も
の
で
な
い
。
彼
が

｢

巧
緻
だ
が
く
だ
く
だ
し
い｣

と
批
判
す
る
陸
機

｢

文
賦｣

の
な
か
に
、｢

或
因
枝
以
振
葉
、
或
沿
波
而

討
源｣

([

一
篇
の
構
成
で
は]

、
枝

〈

本
旨〉

か
ら
葉

〈

末
節〉

に
す
す
ん
だ
り
、
波

〈

末
節〉

か
ら
水
源

〈

本
旨〉

に
た
ど
り
つ

い
た
り
す
る
、
の
意)

と
い
う
一
節
が
あ
り
、
そ
れ
を
利
用
し
た
表
現
な
の
で
あ
る
。
陸
機
は
こ
の
こ
と
ば
を
、
一
篇
を
構
成
す
る

さ
い
の
要
領
と
し
て
叙
し
て
い
た
の
だ
が
、
劉
�
は
そ
れ
を
拡
大
し

[

字
も
多
少
か
え
て]

、
文
学
批
評
全
体
に
適
用
さ
せ
る
べ
き

だ
と
主
張
し
て
い
る
の
だ

(

劉
�
の
こ
う
し
た
根
源
遡
及
の
重
視
に
つ
い
て
は
、
興
膳
宏

｢

文
心
雕
龍
と
出
三
蔵
記
集
―
そ
の
秘
め

ら
れ
た
交
渉
を
め
ぐ
っ
て
―｣
〈『

中
国
の
文
学
理
論』

筑
摩
書
房
一
九
八
八〉

が
く
わ
し
い)

。
つ
ま
り
劉
�
は
、
い
っ
ぽ
う
で

｢

文
賦｣

を
く
だ
く
だ
し
い
と
批
判
し
て
お
き
な
が
ら
、
も
う
い
っ
ぽ
う
で
は
、
ち
ゃ
っ
か
り
お
の
が
批
評
の
根
幹
に
利
用
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
な
か
な
か
興
味
ぶ
か
い
こ
と
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

五
段

全
体
の
構
成

蓋
文
心
之
作
也
、
本
乎
道
。

師
乎
聖
、

酌
乎
緯
、
文
之
枢
紐
、
亦
云
極
矣
。

体
乎
経
、

変
乎
騒
。
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若
乃
論
文
叙
筆
、
則
囿
別
区
分
。

原
始
以
表
末
、

選
文
以
定
篇
、
上
篇
以
上
、
綱
領
明
矣
。

釈
名
以
章
義
、

敷
理
以
挙
統
、

至
於
割
情
析
采
、
籠
圏
條
貫
。

�
神
性
、

苞
会
通
、

崇
替
於
時
序
、

�
悵
於
知
音
、

図
風
勢
、

閲
声
字
、

褒
貶
於
才
略
、

耿
介
於
程
器
。

長
懐
序
志
、
以
馭
群
篇
。
下
篇
以
下
、
毛
目
顕
矣
。

位
理
定
名
、
彰
乎
大
易
之
数
、
其
為
文
用
、
四
十
九
篇
而
已
。

私
が

『

文
心
雕
龍』

を
つ
づ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
天
地
の
道
理
に
も
と
づ
い
た

(

原
道)

。
そ
し
て
聖
人
を
師
と
し

(

徴

聖)

、
経
書
を
骨
格
と
し

(

宗
経)

、
緯
書
を
参
酌
し

(

正
緯)

、
楚
辞
を
活
用
し
た

(

弁
騒)

。
以
上
に
よ
っ
て
文
学
の
本
質

は
、
つ
く
さ
れ
た
と
お
も
う
。

ま
た
韻
文
や
散
文

(

無
韻
の
文)

を
論
じ
る
さ
い
に
は
、
き
ち
ん
と
ジ
ャ
ン
ル
ご
と
に
区
別
し
た
。
そ
し
て
各
ジ
ャ
ン
ル

の
源
流
と
沿
革
を
あ
き
ら
か
に
し
、
名
称
を
解
釈
し
て
そ
の
含
意
を
明
確
に
し
た
。
ま
た
各
ジ
ャ
ン
ル
の
代
表
作
を
え
ら
ん

で
批
評
を
く
わ
え
、
筋
道
を
た
ど
り
な
が
ら
理
想
的
あ
り
か
た
を
論
じ
た
。
こ
う
し
て
本
書
前
半
で
は
、
ジ
ャ
ン
ル
の
要
点

が
明
確
に
で
き
た
と
お
も
う
。

作
品
の
内
容
や
表
現
を
分
析
す
る
さ
い
は

(
情
采)
、
創
作
の
道
理
を
概
説
し
よ
う
と
か
ん
が
え
た
。
そ
の
た
め
、
想
像

力

(

神
思)

と
作
風

(

体
性)

に
つ
い
て
の
べ
、
力
強
さ

(

風
骨)

や
調
子

(

定
勢)

も
考
究
し
、
ま
た
構
成
法

(

附
会)

や
伝
統

(

通
変)

と
の
関
連
に
つ
い
て
か
た
り
、
音
律

(
声
律)

や
用
字
法

(

練
字)

に
も
言
及
し
た
。
さ
ら
に
時
代
に
よ

る
文
学
の
盛
衰
に
思
い
を
い
た
し

(

時
序)

、
文
人
の
才
能
に
褒
貶
の
言
を
く
だ
し

(

才
略)

、
ま
た
評
価
の
む
つ
か
し
さ
に

慨
嘆
し

(

知
音)

、
文
人
の
人
間
性
に
も
率
直
な
見
解
を
の
べ
て
み
た

(
程
器)

。
そ
し
て
お
の
が
執
筆
趣
意
を
じ
っ
く
り
ふ
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り
か
え
っ
て
、
全
篇
の
ま
と
め
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
本
書
後
半
で
、
創
作
の
細
目
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
た

と
お
も
う
。

か
く
各
篇
の
排
列
を
按
配
し
て
篇
名
を
さ
だ
め
、
篇
数
は
大
易
の
数
た
る
五
十
と
し
た
が
、
じ
っ
さ
い
の
文
学
論
は

[

大

衍
に
応
じ
て]

四
十
九
篇
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
第
五
段
は
、
全
体
の
構
成
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
用
例
の
な
い
語
が
お
お
く
、
な
か
な
か
意
味
が
と
り
に
く
い
。

『

文
心
雕
龍』

全
篇
を
よ
く
よ
ん
で
、
一
書
の
体
例
を
知
悉
し
て
い
る
者
に
は
、
意
味
が
推
察
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
で

な
い
者
に
は
、
そ
う
と
う
難
解
な
文
章
に
う
つ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

｢

文
心
之
作
也｣

は
、
訓
読
す
れ
ば

｢

文
心
の
作
た
る
や
…
…｣

で
な
く
、｢

文
心
を
之こ

れ
作
る
や
…
…｣

の
ほ
う
が
よ
か
ろ
う
。

劉
�
は
こ
の
初
二
句
で
、『

文
心
雕
龍』

を
つ
づ
る
さ
い
に
は
、｢

本
乎
道｣

(

道
に
本
づ
く)

だ
っ
た
と
の
べ
て
い
る
。
こ
の

｢

本

乎
道�｣

句
、
諸
家
が
注
す
る
よ
う
に
、
原
道�

篇
の
内
容
を
ふ
ま
え
て
い
て
、｢

[

天
地
の]

道
に
も
と
づ
く｣

の
意
だ
と
解
す
べ
き

だ
ろ
う
。
お
な
じ
よ
う
に
、｢

師
乎
聖�｣
句
は
徴
聖�

篇
の
議
論
を
ふ
ま
え
て
い
て
、｢

聖
人
を
師
と
す
る｣

の
意
で
あ
り
、｢

体
乎
経�｣

句
は
宗
経�

篇
の
議
論
を
ふ
ま
え
て
い
て
、｢

経
書
を
骨
格
と
す
る｣

の
意
で
あ
り
、
ま
た

｢

酌
乎
緯�｣

句
は
正
緯�

篇
の
議
論
を
ふ
ま

え
て
い
て
、｢

緯
書
を
参
酌
す
る｣

の
意
で
あ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

す
る
と

｢

変
乎
騒�｣

も
、｢

弁
騒�｣

篇
を
ふ
ま
え
る
だ
ろ
う
と
推
察
で
き
る
が
、
し
か
し
こ
こ
の

｢

変｣

は
、
意
味
が
わ
か
り
に

く
い
。
諸
家
の
注
釈
を
よ
ん
で
も
、
あ
ま
り
納
得
で
き
る
も
の
は
な
い
よ
う
だ
。
未
詳
と
し
て
訳
さ
な
い
わ
け
に
も
い
か
な
い
の
で
、

と
り
あ
え
ず
対
を
な
す

｢

酌
乎
緯｣

(

緯
書
を
参
酌
し
、
の
意)
と
の
関
係
か
ら
、｢

変｣

を

｢

変
通｣

(

物
事
に
応
じ
て
変
化
し
、

よ
く
通
じ
る
。
事
を
臨
機
応
変
に
処
す
る
、
の
意)

の
意
と
解
し
て
お
い
た
。
そ
し
て
、『

楚
辞』

を
融
通
無
礙
に
変
容
さ
せ
て
活

用
し
た
、
の
意
に
解
し
た
が
、
あ
ま
り
自
信
は
な
い
。
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｢

以
上
に
よ
っ
て
文
学
の
本
質
は
、
つ
く
さ
れ
た
と
お
も
う｣

と
い
う
の
が
、｢

文
之
枢
紐
、
亦
云
極
矣｣

で
あ
る
。
こ
こ
で
も

｢
矣｣

を
つ
か
っ
て
、
自
信
た
っ
ぷ
り
に
断
言
し
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
が
冒
頭
五
篇
、
す
な
わ
ち｢

原
道｣

｢

徴
聖｣

｢

宗
経｣

｢

正
緯｣

｢
弁
騒｣

の
執
筆
趣
意
な
の
だ
が
、
こ
れ
を｢

枢
紐｣

と
い
う
か
ら
に
は
、
劉
�
に
と
っ
て
こ
の
五
篇
は
、
と
く
に
大
事
な
も
の
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
。

つ
づ
い
て
前
半[

を
し
め
る
二
十
五
篇]

の
、
の
こ
る
二
十
篇
に
つ
い
て
の
解
説
に
う
つ
る
。
こ
の
二
十
篇
は
、
当
時
の
主
要
ジ
ャ

ン
ル
を
と
り
あ
げ
て
論
じ
た
も
の
だ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
論
の
執
筆
趣
意
を
か
た
っ
て
ゆ
く
。
ま
ず

｢

論
文
叙
筆｣

は

｢

論
叙
文
筆｣

の
互
文
だ
ろ
う
。
す
る
と
韻
文

(

文)

も
無
韻
の
文

(

筆)

も
す
べ
て
論
じ
る
、
の
意
と
な
る
。
つ
づ
く

｢

囿
別

区
分｣

の

｢

囿
別｣

は
用
例
が
な
い
が
、
垣
で
か
こ
っ
て
わ
か
つ
、
の
意
だ
ろ
う
。
す
る
と

｢

区
分｣

と
相
同
の
意
味
で
あ
り
、
つ

ま
り

｢

囿
別
区
分｣

は

｢

わ
か
つ｣
意
の
類
語
を
、
並
列
し
た
も
の
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。

つ
づ
く

｢

原
始｣

以
下
の
四
句
は
、
用
例
の
な
い
語
が
お
お
く
、
正
確
な
解
釈
は
な
か
な
か
む
つ
か
し
い
。
そ
れ
で
も
、
現
存
す

る
ジ
ャ
ン
ル
論
の
内
容
と
照
会
さ
せ
る
と
、
だ
い
た
い
見
当
が
つ
い
て
き
そ
う
だ
。『

義
證』

に
よ
る
と
、｢

原
始
以
表
末｣

は
各
ジ
ャ

ン
ル
の
起
源
と
変
遷
を
論
じ
た
も
の
、｢

釈
名
以
章
義｣

は
ジ
ャ
ン
ル
名
称
の
含
意
を
論
じ
た
も
の
、｢

選
文
以
定
篇｣

は
主
要
な
作

品
を
提
示
し
批
評
し
た
も
の
、｢

敷
理
以
挙
統｣

は
筋
道
を
た
ど
り
な
が
ら
理
想
的
あ
り
か
た
を
論
じ
た
も
の

で
あ
る
と
い
う
。

た
し
か
に
、
現
存
す
る『

文
心
雕
龍』

の
ジ
ャ
ン
ル
論
が
、
そ
う
し
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ほ
ぼ
妥
当
な
解
釈
だ
と
い
っ

て
よ
か
ろ
う
。

だ
が
こ
の
四
句
、
い
ざ
逐
語
的
に
日
本
語
に
う
つ
そ
う
と
す
る
と
、
な
か
な
か
む
つ
か
し
い
。
一
句
目
の

｢

表
末｣

は
、｢

原
始｣

(

源
流
を
し
ら
べ
る
、
の
意)

と
の
関
係
か
ら
、
お
そ
ら
く

｢

近
時
ま
で
の
沿
革
を
の
べ
る｣

の
意
だ
ろ
う
が
、
す
く
な
く
と
も
こ

れ
以
前
に
用
例
が
み
つ
か
ら
ず
、
や
や
不
安
が
の
こ
る
。
お
な
じ
く

｢

釈
名｣

｢
章
義｣

も
用
例
は
な
い
が
、
こ
ち
ら
の
ほ
う
は
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｢

ジ
ャ
ン
ル
の
名
称
を
解
釈
し
て
、
そ
の
含
意
を
明
確
に
し
た｣

と
、
字
義
ど
お
り
そ
の
ま
ま
訳
し
て
よ
さ
そ
う
だ
。

問
題
は
つ
ぎ
の
二
句
で
あ
る
。
ま
ず

｢

選
文
以
定
篇｣

。
こ
の
句
、
ふ
つ
う
に
解
す
れ
ば
、｢

選
文｣

は

｢

過
去
の
作
品
を
え
ら
ん

で
選
集
を
つ
く
る｣

、｢

定
篇｣

は

｢

篇
の
数
や
順
を
確
定
し
、
一
書
と
し
て
完
成
さ
せ
る｣

の
意
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が

『

校
釈』

で

は
、｢
主
要
な
文
人
と
作
品
を
提
示
し
た
も
の｣

の
意
と
し
、
ま
た

『

義
證』

で
は
、｢

各
ジ
ャ
ン
ル
の
代
表
的
作
品
を
え
ら
ん
で
評

定
を
く
わ
え
た
も
の｣

と
解
し
て
い
る
。『

校
釈』

が｢

提
示｣

で
と
ど
め
て
い
た
の
を
、『

義
證』

は｢

え
ら
ん
で
評
定
を
く
わ
え｣

る
と
、
よ
り
つ
っ
こ
ん
で
解
し
て
い
る
が
、
ま
あ
両
書
と
も
類
似
し
た
解
釈
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
両
者
と
も
ふ
つ

う
の
語
義
か
ら
予
想
さ
れ
る
の
と
は
、
こ
と
な
っ
た
意
味
あ
い
に
解
し
て
い
る
。
こ
れ
は
現
存
す
る

『

文
心
雕
龍』

各
篇
の
構
成
や

内
容
を
、
参
照
す
れ
ば
こ
そ
の
解
釈
だ
ろ
う
。
右
の
訳
で
は
、
い
ち
お
う

『

義
證』

に
し
た
が
っ
て
お
い
た
。

つ
ぎ
の

｢

敷
理
以
挙
統｣

も
難
解
だ
。｢

敷
理｣

｢

挙
統｣

と
も
に
用
例
が
み
つ
か
ら
な
い
。『

義
證』

に
よ
る
と
、
こ
の
句
は

｢

事
理
を
敷
陳
し
て

(

敷
理)

文
章
の
格
式
を
し
め
す

(

挙
統)｣

、
つ
ま
り

｢

各
ジ
ャ
ン
ル
の
理
想
的
あ
り
か
た
や
標
準
的
な
風
格

を
説
明
す
る｣

こ
と
だ
と
い
う
。
こ
こ
で
は

｢
筋
道
を
た
ど
り
な
が
ら
理
想
的
あ
り
か
た
を
論
じ
た｣

と
訳
し
て
お
い
た
。
た
し
か

に
、
現
存
す
る
各
篇
を
み
れ
ば
、
こ
の
解
釈
で
ま
ち
が
い
な
さ
そ
う
だ
が
、
し
か
し
も
し

『

文
心
雕
龍』

の
ジ
ャ
ン
ル
論
が
う
し
な

わ
れ
て
い
た
ら
、
こ
う
解
釈
す
る
の
は
そ
う
と
う
困
難
な
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
。｢

上
篇
以
上｣

と
は

『

文
心
雕
龍』

の
前
半
の
二
十

五
篇
の
こ
と
を
い
う
。｢

綱
領
明
矣�｣

と
、
ま
た

｢

矣｣
字
で
つ
よ
く
い
い
き
っ
て
い
る
の
に
注
意
し
よ
う
。

｢

至
於
割
情
析
采｣

か
ら
は
、
後
半
二
十
五
篇
の
説
明
に
う
つ
る
。｢

割
情
析
采｣

の
う
ち
、｢

割
情｣

は

｢

私
情
を
す
て
る｣

の

意
で
、｢

析
采｣

の
ほ
う
は
用
例
が
な
い
。
こ
れ
で
は
前
後
と
あ
わ
ず
意
義
が
不
通
な
の
で
、
こ
の
四
字
は

｢

割
析
情
采｣

(

情
采
を

割
析
す
る)

の
互
文
だ
と
み
な
し
た
ほ
う
が
よ
い
。
す
な
わ
ち｢

情
采｣
篇
を
意
識
し
な
が
ら
、｢

心
情
と
文
采
を
分
析
す
る

↓

作
品
の
内
容
や
表
現
を
分
析
す
る｣

と
叙
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た『

范
注』
に
よ
れ
ば
、｢

情｣

は
神
思
篇
以
下
を
さ
し
、｢

采｣
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は
声
律
篇
以
下
を
さ
す
と
い
う
。
そ
う
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ぎ
の

｢

籠
圏
條
貫｣

句
も
難
解
だ
。｢

條
貫｣

は
条
理
と
か
体
系
の
意

で
用
例
は
お
お
い
が
、｢

籠
圏｣

は
用
例
が
な
く
て
、
意
味
が
と
り
に
く
い
。
こ
こ
で
は

『

義
證』

の
ひ
く
蒋
祖
貽
氏
の
説
に
し
た

が
っ
て
、｢

文
章
の
条
理
を
概
括
す
る

↓

創
作
の
道
理
を
概
説
す
る｣

の
意
と
解
し
て
お
い
た
。

｢

�
神
性｣

以
下
は
、
後
半
の
篇
名

(

二
字)

か
ら
一
字
ま
た
は
二
字
を
と
り
あ
げ
つ
つ
、
当
該
の
篇
の
執
筆
趣
意
を
説
明
し
た

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
主
語
は
劉
�
自
身
に
な
り
、｢

自
分

(

劉
�)

は
…
…
と
つ
づ
っ
た｣

と
い
う
文
章
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

｢

崇
替
於
時
序｣
句
だ
け
は
、｢

時
世
の
な
か
で
盛
衰
し
て
ゆ
く｣

の
意
な
の
で
、
主
語
は

〈

文
学
一
般〉

だ
と
す
べ
き
で
あ
り
、
劉

�
を
主
語
に
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
か
こ
の
句
だ
け
、
主
語
が
こ
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
か
、
た
と
え
ば

『

�
詮』

は
、
こ
の

句
を｢

以
時
序
篇
検�

討�

歴
代
時
世
運
会｣
(

時
序
篇
で
は
歴
代
の
世
で
の
文
学
の
変
転
ぶ
り
を
検
討
し
た
、
の
意)

と
訳
し
、｢

検
討｣

と
い
う
動
詞
を
お
ぎ
な
う

(

あ
る
い
は
、
お
き
か
え
る)

こ
と
に
よ
っ
て
、
強
引
に
主
語
を
劉
�
に
し
た
て
て
い
る
。
た
し
か
に
、

こ
の
句
は
そ
う
で
も
し
な
い
か
ぎ
り
、
劉
�
を
主
語
に
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
前
後
の
文
章
と
あ
わ
な
い
の
だ
。
と
い
う
こ
と
は
、

こ
の
句
は
文
章
と
し
て
不
完
全
で
あ
り
、
劉
�
の
ミ
ス
だ
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う

(

論
文
篇
で
詳
述
す
る)

。
ま
た

｢

長
懐
序

志｣

は
、｢

懐
い
を
序
志
に
長
く
す｣

と
訓
じ
る
べ
き
だ
ろ
う
。『

�
詮』

は

｢

将
一
己
之
深
遠
懐
抱
、
寓�

於
序
志
篇｣

と
訳
し
て

｢

寓｣

字
を
お
ぎ
な
う
が
、
原
文
は
こ
の
ま
ま
で
も
さ
し
つ
か
え
な
い
。｢

下
篇
以
下｣

と
は
、『

文
心
雕
龍』

の
後
半
の
二
十
五
篇

の
こ
と
を
い
う
。
こ
こ
で
も

｢

毛
目
顕
矣�｣

と
、
や
は
り

｢
矣｣

で
つ
よ
く
い
い
き
っ
て
い
る
。

つ
づ
く

｢

位
理
定
名｣

句
中
の

｢

位
理｣

は
み
な
れ
な
い
語
だ
が
、
蒋
祖
貽
氏
に
よ
る
と
、
情
采
篇
に

｢

設
模
以
位�

理�｣
(

構
想

を
設
定
し
て
論
理
を
く
み
た
て
る
、
の
意)

と
い
う
用
例
が
あ
り
、
ど
う
や
ら

｢

論
理
を
く
み
た
て
る｣

と
い
う
意
ら
し
い

(｢

理

を
位

く
ら
い
す｣

と
訓
じ
る
の
だ
ろ
う)

。
そ
し
て
こ
こ
で
は

｢

各
篇
の
先
後
の
理
を
安
排
す
る｣

の
意
だ
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
各
篇

の
排
列
の
し
か
た
を
か
ん
が
え
る
と
解
し
て
お
い
た
。｢

定
名｣

は

｢

篇
の
名
称
を
決
定
す
る｣

の
意
。
す
る
と

｢

位
理
定
名｣

は
、
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｢

各
篇
の
排
列
を
按
配
し
て
篇
名
を
つ
け
た｣

の
意
と
な
ろ
う
。｢

彰
乎
大
易
之
数｣

三
句
は
、
諸
家
が
注
す
る
よ
う
に

『

易』

�
辞

上
の

｢

大
衍
之
数
五
十
、
其
用
四
十
有
九｣

(

大
衍
の
数
は
五
十
で
あ
り
、
じ
っ
さ
い
に
作
用
す
る
の
は
四
十
九
で
あ
る
、
の
意)

を
ふ
ま
え
た
表
現
で
あ
る
。
な
お

｢

彰｣

は
、『

義
疏』

に
し
た
が
っ
て

｢

標
誌｣

(

し
め
し
て
い
る)

の
意
と
し
た
。
し
た
が
っ
て

｢

彰
乎
大
易
之
数｣

は
、｢

大
易
の
数

(

五
十)

を
し
め
し
た

↓

大
易
の
数
た
る
五
十
と
し
た｣

と
訳
し
て
お
い
た
。

第
六
段

執
筆
方
針

夫

銓
序
一
文
為
易
、
雖
復

軽
采
毛
髮
、
或
有
曲
意
密
源
、
似
近
而
遠
。
辞
所
不
載
、
亦
不
勝
数
矣
。

弥
綸
群
言
為
難
、

深
極
骨
髓
、

及
其
品
列
成
文
、

有
同
乎
旧
談
者
、
非
雷
同
也
、
勢
自
不
可
異
也
。

有
異
乎
前
論
者
、
非
苟
異
也
、
理
自
不
可
同
也
。

同
之
与
異
、
不
屑
古
今
、
擘
肌
分
理
、
唯
務
折
衷
。

按
轡
文
雅
之
場
、
亦
幾
乎
備
矣
。

環
絡
藻
絵
之
府
、

但
言
不
尽
意
、
聖
人
所
難
。
識
在
�
管
、
何
能
矩
�
。

茫
茫
往
代
、
既
沈
予
聞
、

眇
眇
来
世
、
�
塵
彼
観
也
。

一
篇
の
作
を
批
評
す
る
の
は
た
や
す
い
が
、
多
数
の
作
を
す
べ
て
論
じ
る
の
は
困
難
だ
。
た
わ
い
な
い
作
は
か
る
く
ふ
れ
、

重
要
な
作
は
ふ
か
く
論
じ
る
よ
う
に
し
た
が
、
複
雑
な
意
味
や
か
く
れ
た
本
質
は
、
わ
か
り
そ
う
で
い
て
、
よ
く
わ
か
ら
な

い
。
本
書
で
言
及
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
、
か
ぞ
え
き
れ
な
い
ほ
ど
だ
。
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過
去
の
作
品
を
論
じ
た
さ
い
、
以
前
の
批
評
と
お
な
じ
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
雷
同
し
た
わ
け
で
な
く
、
異
を
た
て
る

必
要
が
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
ま
た
旧
時
の
評
価
と
こ
と
な
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
で
た
ら
め
に
異
を
た
て
た
わ
け
で
な

く
、
お
の
ず
か
ら
評
価
が
ち
が
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
過
去
の
評
価
と
お
な
じ
に
な
ろ
う
と
な
る
ま
い
と
、
古
今
の
評
判

に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
精
密
な
分
析
に
つ
と
め
、
適
正
な
判
断
を
く
だ
す
よ
う
心
が
け
た
。
こ
う
し
て
文
雅
の
苑
を
め

ぐ
り
、
美
文
の
府
を
あ
る
き
ま
わ
っ
て
、
批
評
す
べ
き
問
題
は
ほ
ぼ
か
た
り
つ
く
し
た
と
お
も
う
。

た
だ

｢
言
は
意
を
つ
く
さ
ず｣

と
い
う
よ
う
に
、
完
全
に
意
を
つ
く
す
の
は
聖
人
で
も
困
難
な
こ
と
だ
。
ま
し
て
見
識
と

ぼ
し
き
私
の
こ
と
、
ど
う
し
て
本
書
が

[

文
学
批
評
の]

規
範
と
な
れ
よ
う
か
。
た
だ

[

本
書
を
つ
づ
る
過
程
で
渉
猟
し
て

よ
ん
だ]

往
古
の
聖
賢
の
書
が
、
私
の
見
聞
を
あ
ら
い
き
よ
め
て
く
れ
た
の
で
、
と
お
い
将
来
、
心
あ
る
か
た
が
お
目
に
と

め
て
く
だ
さ
る
か
も
し
れ
ぬ
。

こ
の
第
六
段
は
、『

文
心
雕
龍』
執
筆
の
方
針
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
い
っ
け
ん
謙
虚
そ
う
な
発
言
も
し
て
い
る
が
、
じ
っ

さ
い
は
、
よ
う
や
く
完
成
し
た
と
い
う
満
足
感
と
、
そ
し
て
そ
の
著
へ
の
自
負
と
が
よ
く
う
か
が
え
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

は
じ
め
に
く
る｢

銓
序｣

云
々
と｢

軽
采｣
云
々
の
対
偶
は
、
と
も
に
と
と
の
っ
た
反
対
は
ん
つ
い

で
あ
る
。
後
者
の｢

雖
復
〜
、
或
有
〜｣

は
、｢

〜
で
は
あ
る
が
、
〜
の
場
合
も
あ
る｣

と
い
う
対
応
を
な
し
て
い
る
。｢

毛
髮｣

と

｢

骨
髓｣

と
は
、
枝
葉
的
な
話
題
と
根
本

的
な
話
題
の
比
喩
と
も
と
れ
な
い
で
も
な
い
が
、
直
前
の

｢
一
文｣

｢

群
言｣

が
具
体
論
に
か
た
む
い
て
い
る
の
で
、｢

た
わ
い
な
い

作｣
｢

重
要
な
作｣

と
訳
し
て
お
い
た
。｢

密
源｣

は
用
例
が
み
つ
か
ら
な
い
が
、
と
り
あ
え
ず

｢

秘
密
の
み
な
も
と

↓

か
く
れ

た
本
質｣

と
し
て
お
い
た
。｢

似
近
而
遠｣

は
諸
家
が
注
す
る
よ
う
に
、『

孟
子』

離
婁
上
の

｢

道
在
邇�

、
而
求
諸
遠�｣

(

道
は
す
ぐ

そ
ば
に
あ
る
の
に
、
わ
ざ
わ
ざ
遠
所
に
も
と
め
る
、
の
意)

に
も
と
づ
く
表
現
だ
ろ
う
。
ま
た

｢

辞
所
不
載｣

の

｢

辞｣

は

『

文
心

雕
龍』

を
さ
す
と
解
し
た
。
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｢

品
列｣

は

｢

品
評｣

の
誤
と
す
る
意
見
が
お
お
い
。
た
し
か
に
、
そ
っ
ち
の
ほ
う
が
意
味
が
と
り
や
す
い
の
で
、｢

品
評｣

の
意

で
訳
し
て
お
い
た
。
つ
づ
く

｢

有
同
乎
旧
談
者｣

云
々
の
六
句
は
、
三
句
ど
う
し
の
長
偶
対
で
あ
る
。
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、

美
文
で
は
忌
避
さ
れ
る
同
字
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
六
句
の
う
ち
、
助
字
の

｢

乎｣
｢

也｣

を
の
ぞ
い
て
も
、｢

有
、
同
、
異
、
者
、

非
、
自
不
可｣

が
重
複
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
、
同
字
を
同
位
置
に
使
用
す
る
句
法
は
、
詩
賦
や
美
文
で
な
く
、
論
難

の
文
に
お
お
く
み
ら
れ
る
も
の
だ
。
こ
の
あ
た
り
、『

文
心
雕
龍』

が
文
学
作
品
と
し
て
か
か
れ
た
も
の
で
な
く
、
議
論
文
た
る
文

学
批
評
の
書
で
あ
る
こ
と
を
実
感
さ
せ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

｢

同
之
与
異｣

の

｢
之｣
は
、
な
く
て
も
よ
か
っ
た
。
い
や
、
な
い
の
が
ふ
つ
う
な
の
だ
が
、
四
字
句
に
す
る
た
め
埋
草
的
に
そ

え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
お
か
げ
で
こ
の
前
後
の
行
文
は
、
整
然
と
し
た
四
六
の
連
続
と
な
っ
て
い
る
の
に
注
意
し
よ
う
。｢

擘
肌
分

理｣

句
は
、
張
衡

｢

西
京
賦｣
の

｢
剖
析
毫
釐
、
擘�

肌�

分�

理�｣
(

毛
先
ほ
ど
の
こ
と
も
分
析
し
、
肉
や
肌
を
き
り
わ
け
る
よ
う
に
し

ら
べ
る
、
の
意)

に
由
来
し
た
も
の
。

つ
づ
く

｢

按
轡
文
雅
之
場｣

二
句
は
、
劉
�
が

『

文
心
雕
龍』

を
執
筆
す
る
た
め
に
、
お
お
く
の
文
献
や
作
品
を
渉
猟
し
た
こ
と

を
、
乗
馬
の
比
喩
で
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
句
は
同
内
容
を
く
り
か
え
し
た
正
対
。
一
句
の
み
で
も
意
味
は
と
お
る
の
で
、

余
分
と
い
え
ば
余
分
な
行
文
だ
が
、
い
か
に
も
美
文
ら
し
い
措
辞
だ
と
も
い
え
る
。｢

亦
幾
乎
備
矣｣

句
は
、『

校
釈』

の
指
摘
す
る

よ
う
に
、
陸
機

｢

文
賦｣

の

｢

蓋
所
能
言
者
、
具
於
此
云｣

(
こ
と
ば
で
説
明
で
き
る
か
ぎ
り
の
こ
と
は
、
こ
の
賦
中
で
い
い
つ
く

さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う)

と
、
意
味
的
に
よ
く
似
た
発
言
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

｢

言
不
尽
意｣

句
は
、『

易
経』

繋
辞
上
伝
の｢

子
曰
、
書
不
尽
言
、
言�

不�

尽�

意�

。
然
則
聖
人
之
意
、
其
不
可
見
乎｣

(

孔
子
は
い
っ

た
。
書
は
言
を
つ
く
さ
ず
、
言
は
意
を
つ
く
さ
な
い
。
す
る
と
聖
人
の
意
中
は
、
し
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
の
意)

を

引
用
し
た
も
の
。｢

�
管｣

は
諸
家
が
注
す
る
よ
う
に
、『

左
伝』

昭
公
七
年
の

｢
挈
��

之
知｣

と

『

荘
子』

秋
水
の

｢

用
管�

窺
天｣
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に
も
と
づ
い
て
、
見
識
の
せ
ま
い
こ
と
の
喩
と
し
て
も
ち
い
た
も
の
。
た
だ
こ
の
両
者
を
合
体
さ
せ
て

｢

�
管｣

と
し
た
の
は
、
こ

れ
以
前
に
用
例
を
み
な
い
よ
う
だ
。
こ
っ
た
用
語
だ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

い
っ
ぽ
う
、｢

茫
茫
往
代
、
既
沈
予
聞｣

二
句
は
、
な
か
な
か
難
解
で
あ
る
。
下
句

｢

既
沈
予
聞｣

の

｢

沈｣

を

｢

洗｣

と
す
る

テ
キ
ス
ト
も
あ
っ
て
、
そ
の
ぶ
ん
解
釈
が
よ
け
い
に
多
岐
に
わ
た
り
、
聚
訟
の
府
と
い
う
べ
き
状
況
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
と

り
あ
え
ず

｢
既
洗
予
聞｣

と
し
た
う
え
で
、｢[

渉
猟
し
て
よ
ん
だ
過
去
の
聖
賢
の
書
が]

自
分

(

劉
�)

の
見
聞
を
あ
ら
い
き
よ
め

て
く
れ
た｣

の
意
と
訳
し
て
お
い
た
。
そ
し
て

｢

眇
眇
来
世
、
�
塵
彼
観
也｣

二
句
は
、
か
く
し
て
完
成
し
た

『

文
心
雕
龍』

が
、

後
代
の
ひ
と
の
目
に
と
ま
る
や
も
し
れ
ぬ
、
の
意
と
解
し
て
お
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の

｢

茫
茫｣

云
々
の
隔
句
対
は
解
釈
が
む

つ
か
し
い
の
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
劉
�
の
つ
よ
い
自
負
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
す
る
と
、
そ
の
直
前
の

｢

見
識
と
ぼ
し

き
私
の
こ
と
、
ど
う
し
て
本
書
が[
文
学
批
評
の]

規
範
と
な
れ
よ
う
か｣

も
、
一
見
は
謙
遜
し
た
言
い
か
た
の
よ
う
に
み
え
る
が
、

お
そ
ら
く
本
音
で
は
な
い
と
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

第
七
段

賛

賛
曰
、
生
也
有
涯
、
無
涯
惟
智
。

逐
物
実
難
、

傲
岸
泉
石
、
文
果
載
心
、
余
心
有
寄
。

憑
性
良
易
。

咀
嚼
文
義
。

賛
に
い
う
。
生
は
有
限
な
の
で
、
い
く
ら
人
知
を
つ
く
し
て
も
、
き
わ
め
つ
く
す
こ
と
は
で
き
ぬ
。[

か
く
人
知
で]

こ

の
世
の
事
物
を
追
究
す
る
の
は
、
ま
こ
と
に
困
難
で
あ
る
が
、
お
の
が
心
に
依
拠
し
て
追
究
す
る
の
は
、
わ
り
と
か
ん
た
ん

だ
。
そ
こ
で
私
は
山
水
に
隠
遁
し
て
、[

お
の
が
心
で]

文
学
の
本
質
を
か
み
し
め
て
み
た
の
で
あ
る
。
文
章
が
ひ
と
の
心
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を
表
現
す
る
と
す
れ
ば
、
わ
が
心
も
本
書
に
よ
っ
て
落
ち
つ
き
を
え
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

さ
い
ご
の
第
七
段
は
、
韻
文
に
よ
る
賛
。
一
篇
の
ま
と
め
ふ
う
内
容
が
つ
づ
ら
れ
る
こ
と
が
お
お
い
。
こ
の
賛
で
は
、
自
分
が
人

知
や
立
身
に
と
ら
わ
れ
ぬ
立
場
に
い
る
こ
と
を
の
べ
つ
つ
、
本
書
を
か
き
お
え
た
満
足
感
を
か
た
っ
て
い
る
。
た
だ
こ
こ
の
記
述
は
、

典
故
の
解
釈
の
し
か
た
に
よ
っ
て
は
、
意
味
が
正
反
対
に
な
る
こ
と
も
あ
り
そ
う
で
、
劉
�
の
真
意
が
と
り
に
く
い
。
く
わ
え
て
解

釈
の
し
か
た
に
も
よ
る
が
、
本
文
た
る
序
志
篇
の
内
容
と

[

と
く
に
思
想
的
方
面
で]

一
致
せ
ず
、
奇
妙
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
よ

う
に
感
じ
ら
れ
る
。

初
二
句
は

『

荘
子』
養
生
主
の

｢

吾
生�

也�

有�

涯�

、
而
知�

也
無�

涯�

。
以
有
涯
随
無
涯
殆
已｣

(

わ
が
生
は
限
り
あ
る
が
、
し
る
こ
と

に
は
限
り
が
な
い
。
有
限
の
生
に
よ
っ
て
無
限
の
こ
と
を
し
ろ
う
と
し
て
も
、
つ
か
れ
て
し
ま
う
だ
け
だ
、
の
意)

に
依
拠
し
た
も

の
。
人
知
で
は
こ
の
世
の
事
物
は
き
わ
め
つ
く
せ
ぬ
、
と
知
を
批
判
し
た
、
い
か
に
も
道
家
ふ
う
な
議
論
で
あ
る
。
つ
づ
く｢

逐
物｣

二
句
は
そ
れ
を
う
け
、
人
知
で
こ
の
世
の
事
物
を
き
わ
め
る
の
は
、
き
わ
め
て
困
難
な
こ
と
だ
が
、
お
の
が
性
情
に
依
拠
し
て
追
究

す
る
の
は
、
わ
り
と
か
ん
た
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
対
偶
上
句
の

｢

物｣

は
、
こ
の
世
の
事
物
と
し
て
よ
か
ろ
う
が
、
主
要

に
は
文
学
の
本
質
を
さ
す
の
だ
ろ
う
。
下
句
の

｢
性｣

は
な
に
を
さ
す
の
か
明
確
で
な
い
。
お
そ
ら
く

｢

智｣
(

人
知)

と
反
対
の

も
の
だ
ろ
う
か
ら
、
と
り
あ
え
ず

｢

心｣

と
訳
し
て
お
い
た
。
要
す
る
に
文
学
の
本
質
は
、
理
屈
で
は
な
く
直
感
の
ほ
う
が
理
解
し

や
す
い
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

初
四
句
を
以
上
の
よ
う
に
解
し
た
が
、
し
か
し
こ
の
部
分
は
難
解
で
、
右
と
こ
と
な
っ
た
解
釈
も
す
く
な
く
な
い
。
た
と
え
ば

『

義
疏』

は
、
初
二
句
に
対
し

『

荘
子』

養
生
主
を
ひ
ね
っ
て
使
用
し
て
い
る
と
し
、｢

人
生
は
有
限
だ
が
、
知
識
は
無
限
な
の
で
、

ひ
と
は
文
学
の
本
質
の
追
究
に
努
力
す
べ
き
だ｣

の
意
だ
と
す
る
。
つ
づ
く

｢

逐
物｣

二
句
に
対
し
て
も
、｢

仕
官
を
も
と
め
る
の

は
困
難
だ
が
、
文
学
を
批
評
す
る
の
は
容
易
だ｣

の
意
に
解
す
る
。
つ
ま
り

｢
逐
物
＝
仕
官
を
も
と
め
る｣

｢

憑
性
＝
文
学
を
批
評
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す
る｣

と
す
る
の
だ
。
い
っ
ぽ
う

『

�
詮』

の
ほ
う
は
、｢

逐
物｣

二
句
を
、｢
[

短
促
な
寿
命
で
も
っ
て]

無
限
の
知
識
を
追
究
す

る
の
は
困
難
で
あ
る
。
だ
が
天
賦
の
才
情
に
依
拠
し
て
、
自
分
の
す
な
お
な
霊
感
を
つ
づ
る
の
は
、
か
ん
た
ん
で
あ
る｣

と
解
す
る
。

こ
れ
ら

『

義
疏』

『

�
詮』

の
解
釈
、
す
こ
し
奇
矯
な
感
じ
も
な
く
は
な
い
が
、
い
ず
れ
も
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
は
あ
る
。
だ
が
同

時
に
、
ぜ
っ
た
い
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
論
拠
も
な
さ
そ
う
で
、｢

そ
う
し
た
見
か
た
も
あ
り
う
る｣

と
い
う
程
度
の
解

釈
に
と
ど
ま
る
だ
ろ
う
。

つ
づ
く

｢

傲
岸｣
二
句
は
、
道
家
ふ
う
な
立
場
を
の
べ
て
い
る
。｢

傲
岸｣

は
気
ぐ
ら
い
が
た
か
い
の
意
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば

郭
璞

｢

客
傲｣

に

｢
傲�

岸�

栄
悴
之
際
、
頡
頏
龍
魚
之
間｣

(

世
の
盛
衰
に
あ
く
せ
く
せ
ず
、
龍
魚
と
と
も
に
す
ご
す
、
の
意)

と
あ

る
よ
う
に
、
世
俗
の
栄
達
に
汲
々
と
せ
ず
自
己
を
た
か
く
た
も
つ
の
意
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
用
法
で
、｢

泉
石｣

つ
ま
り

山
水
に
、
隠
遁
す
る
の
意
だ
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
、
郭
紹
虞

『

中
国
歴
代
文
論
選』

は
こ
の

｢

傲
岸｣

二
句
を
、｢

自
分
で
は
富
貴
を

ね
が
わ
ず
、
た
だ
山
水
に
傲
岸
と
し
て
、
創
作
の
方
法
に
つ
い
て
探
求
し
研
鑽
を
ふ
か
め
た
い｣

と
解
す
る
。

だ
が
劉
�
そ
の
ひ
と
は
、
こ
の
序
志
篇
で
も
、
夢
で
孔
子
と
あ
え
た
喜
び
を
か
た
り
、
経
書
の
補
佐
た
る
文
学
を
あ
れ
こ
れ
論
じ

て
い
た
。
つ
ま
り
あ
き
ら
か
に
儒
家
的
立
場
に
た
っ
た
ひ
と
な
の
だ
。
そ
の
延
長
上
だ
ろ
う
が
、
劉
�
は
儒
家
ふ
う
経
世
意
欲
も
き

わ
め
て
旺
盛
だ
っ
た
。
じ
っ
さ
い
、
彼
は

『

文
心
雕
龍』
完
成
後
、
当
時
の
有
力
者
だ
っ
た
沈
約
に
う
り
こ
み
に
で
か
け
、
結
果
的

に
仕
官
す
る
の
に
成
功
し
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
、
こ
こ
で
山
水
に
隠
遁
し
て
云
々
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
思
想
的
に
齟
齬
が
あ
り
、

違
和
感
が
な
い
で
も
な
い
。

｢

文
果
載
心
、
余
心
有
寄｣

に
つ
い
て
、
や
は
り

『

中
国
歴
代
文
論
選』

は
、｢

も
し
文
章
に
よ
っ
て
自
分
の
道
を
表
現
で
き
る
と

す
れ
ば
、
わ
が
心
は
こ
の
書
で
落
ち
つ
き
を
え
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う｣
と
解
す
る
。
右
の
訳
も
、
ほ
ぼ
そ
の
よ
う
な
方
向
で
訳
し
て

お
い
た
。
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