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両
漢
魏
晋
の
辞
賦
論
に
流
れ
る
文
学
思
想
（
林
田
）

中
国
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
の
な
か
に
詩
と
な
ら
ぶ
韻
文
に
辞
賦
と
称
す
る
文
体
が
あ
る
。
韻
文
で
は
あ
る
が
、
散
文
に
ち
か
い
表
現

様
式
を
と
り
朗
誦
に
適
し
た
文
体
で
あ
っ
た
。
辞
賦
の
母
胎
は
古
代
江
南
の
地
方
に
発
生
し
た
文
学
『
楚
辞
』
に
あ
る
。
西
暦
前
二

泄
紀
の
初
頭
、
楚
の
地
か
ら
出
て
天
下
を
掌
握
し
た
漢
の
王
朝
で
は
、
こ
の
楚
辞
系
の
文
学
が
流
行
し
、
北
方
に
発
生
し
た
四
言
詩

の
『
詩
経
』
様
式
を
完
全
に
お
さ
え
、
文
学
史
の
主
流
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
漢
に
つ
づ
く
魏
晋
六

朝
時
代
の
文
学
の
特
質
を
と
り
だ
す
と
な
る
と
、
ど
う
し
て
も
辞
賦
文
学
の
影
響
に
ふ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
例
え
ば
当
時
の
散
文
作
品

は
お
お
む
ね
駅
文
と
よ
ば
れ
る
美
文
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
駅
文
を
生
み
お
と
し
た
母
胎
は
辞
賦
で
あ
っ
た
。

も
と
も
と
、
『
楚
辞
』
文
学
の
豊
麗
綿
々
た
る
文
学
表
現
の
血
脈
を
う
け
つ
い
で
い
る
だ
け
に
、
辞
賦
に
と
り
く
む
作
家
の
意
識
は

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
修
辞
を
駆
使
し
て
絢
爛
た
る
表
現
美
の
世
界
を
構
築
す
る
こ
と
に
、
そ
の
心
血
を
そ
そ
ぐ
こ
と
に
あ
っ
た
。
奏
漢

期
の
宋
玉
・
景
差
・
牧
乗
・
司
馬
相
如
・
揚
雄
・
張
衡
・
魏
晋
期
の
菩
玉
・
曹
植
・
陸
機
・
左
思
・
藩
岳
と
思
い
つ
く
ま
ま
に
傑
出

し
た
辞
賦
作
家
の
名
を
あ
げ
て
み
て
も
、
彼
等
は
い
ず
れ
も
言
語
の
特
質
で
あ
る
視
覚
的
・
聴
覚
的
な
機
能
を
主
題
と
の
緊
密
な
対

応
の
な
か
で
い
か
し
な
が
ら
、
極
度
に
音
楽
的
で
絵
画
的
な
虚
構
美
の
小
宇
宙
を
創
造
す
る
こ
と
に
才
能
を
競
っ
た
も
の
ば
か
り
で

林

田

慎

之

助

両
漢
魏
晋
の
辞
賦
論
に
流
れ
る
文
学
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想
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善
き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
、
こ
の
辞
賦
文
学
の
魅
惑
の
強
烈
さ
を
意
識
し
た
も
の
は
、

に
、
す
で
に
前
漠
あ
た
り
か
ら
、
そ
れ
を
対
象
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
批
評
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。

拙
稿
の
ね
ら
い
は
、
前
漠
か
ら
魏
晋
に
か
け
て
辞
賦
文
学
が
も
っ
と
も
栄
え
た
時
代
の
辞
賦
論
・

こ
の
文
学
様
式
の
存
在
を
無
視
で
ぎ
ず

辞
賦
観
を
焦
点
に
す
え
て
、
そ
れ
を
て
が
か
り
に
こ
の
時
代
に
な
が
れ
る
文
学
息
想
を
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
中
国
文
学
評
論
史
を
つ
ら
ぬ
く
政
治
と
文
学
の
問
題
が
朋
芽
的
状
態
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
だ
け
典
型
化
さ
れ
た
姿
で

提
起
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
誤
解
を
お
そ
れ
ず
に
い
え
ば
、
両
漠
魏
晋
の
時
代
に
は
二
つ
の
大
き
な
辞
賦
論
の
系
譜
が
あ
っ

て
、
一
っ
は
約
漠
の
司
馬
相
如
、
魏
晋
の
曹
玉
・
曹
檻
・
陸
機
・
陸
雲
の
現
実
的
な
効
用
を
意
識
せ
ず
に
、
純
粋
文
学
の
立
場
か
ら

虚
構
の
表
現
美
を
娯
し
む
辞
賦
論
で
あ
り
、
二
つ
は
前
漠
末
の
宣
帝
・
揚
雄
、
後
漠
の
班
固
．
察
塁
、
そ
れ
に
酉
晋
の
左
思
・
皇
甫

證
．
摯
虞
の
礼
教
的
適
義
論
の
立
場
か
ら
、
諷
諌
の
意
義
づ
け
を
お
こ
な
い
、
そ
の
社
会
的
効
用
性
を
強
調
す
る
辞
賦
論
で
あ
り
、

両
者
が
政
治
と
文
学
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
相
い
拮
抗
す
る
状
態
に
あ
る
。

の
作
家
の
個
性
と
時
代
の
思
想
と
が
よ
り
あ
わ
さ
れ
た
か
た
ち
で
投
影
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
が
ら
、
ま
ず
は
前
漢
の
司
馬
粗
如
の
辞
賦
観
か
ら
検
討
に
と
り
か
か
る
こ
と
に
す
る
。

司
馬
相
如
は
字
を
長
卿
と
よ
び
、
今
の
四
川
省
の
成
都
の
人
で
あ
る
。
相
如
と
な
づ
け
た
の
は
戦
国
時
代
の
趙
国
の
宰
粗
蘭
粗
如

の
ひ
と
と
な
り
を
慕
っ
て
の
こ
と
だ
と
い
う
。
読
書
を
好
む
い
っ
ぽ
う
で
は
、
蘭
相
如
を
敬
慕
す
る
だ
け
あ
っ
て
、
豪
侠
の
気
風
を

辞
賦
論
で
あ
り
辞
賦
観
で
あ
る
。

あ
っ
た
。

そ
の
こ
と
を
考
慮
に
い
れ

し
か
も
、
そ
の
な
か
の
一
っ
―
つ
の
辞
賦
論
に
は
、
各
々

そ
れ
が
こ
こ
に
と
り
あ
げ
る
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愛
し
、
撃
創
を
学
ん
だ
の
が
若
き
日
の
相
如
の
姿
で
あ
っ
た
。
後
に
武
帝
に
仕
え
、
賦
家
と
し
て
の
才
能
を
遺
憾
な
く
発
揮
す
る

が
、
政
治
的
野
心
は
な
か
っ
た
と
み
え
て
終
始
武
帝
の
側
近
と
し
て
文
学
に
励
ん
で
い
る
。
『
漢
書
』
芸
文
志
に
は
、
「
司
馬
相
如
の

賦
二
十
九
篇
」
と
あ
る
が
、
今
日
残
っ
て
い
る
彼
の
賦
で
確
実
な
も
の
は
「
子
虚
の
賦
」
「
二
世
を
哀
し
む
の
賦
」
と
「
大
人
の
賦
」

の
三
篇
だ
け
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
長
篇
で
練
磨
し
ぬ
い
た
修
辞
の
美
し
さ
で
絶
唱
さ
れ
、
相
如
の
名
を
中
国
文
学
史
に
高
か
ら
し
め

た
作
品
で
あ
る
。
彼
の
伝
記
は
『
史
記
』
の
巻
五
十
七
に
あ
る
が
、
徐
宏
の
注
に
よ
れ
ば
、
彼
は
武
帝
の
元
狩
五
年

(
D
C
.
―
一
八

年
）
に
な
く
な
っ
て
い
る
。

前
漢
末
の
劉
歌
の
撰
と
い
わ
れ
る
『
西
京
雑
記
』
に
は
、
司
馬
相
如
の
賦
の
製
作
態
度
と
方
法
を
伝
聞
し
た
記
事
が
残
っ
て
い

る。

司
馬
相
如
は
「
子
虚
」
「
上
i

林
」
の
賦
を
為
る
。
意
志
癖
散
、
復
外
事
と
相
い
関
ら
ず
。
天
地
を
控
引
し
、
古
今
と
錯
綜

つ
ぶ
さ

す
。
忽
然
と
し
て
睡
る
が
如
く
、
換
然
と
し
て
興
む
る
が
如
し
。
幾
百
日
す
ぎ
て
後
成
る
。
其
の
友
人
盛
に
覧
れ
ば
、
字
は

す

ぐ

あ

や

あ

る

＜

み

ひ

も

長
れ
て
通
ず
。
詳
阿
の
名
士
嘗
っ
て
問
う
に
、
作
賦
を
以
て
す
。
相
如
日
く
、
基
組
を
合
し
て
以
て
文
を
成
し
、
錦
銹
を
列
ね

て
質
と
為
す
。
一
経
一
緯
、
一
宮
一
商
、
此
れ
賦
の
述
な
り
。
賦
家
の
心
は
宇
宙
を
疱
括
し
、
人
物
を
総
覧
す
。
斯
れ
乃
ち
内

に
得
る
も
、
得
て
伝
う
べ
か
ら
ず
と
。

こ
こ
で
、

両
漢
魏
晋
の
辞
賦
論
に
流
れ
る
文
学
思
想
（
林
田
）

司
馬
相
如
が
自
分
の
賦
の
製
作
態
度
と
方
法
に
つ
い
て
の
べ
た
意
見
は
そ
の
ま
ま
が
彼
の
辞
賦
文
学
に
た
い
す
る
認
識

の
在
り
方
を
呈
示
し
て
い
る
。
「
藁
組
を
合
し
て
文
を
成
し
、
錦
銹
を
列
ね
て
質
と
為
す
。
一
経
一
緯
、
一
宮
一
商
、
此
れ
賦
の
述

な
り
」
と
い
う
の
は
、
賦
の
本
質
が
表
現
の
豊
麗
さ
に
あ
る
こ
と
、
具
象
的
に
と
ら
え
れ
ば
、
綾
錦
を
織
る
さ
い
の
縦
絲
と
横
絲
の

見
事
な
組
合
せ
、
音
楽
を
か
な
で
る
さ
い
の
高
低
強
弱
の
響
き
の
組
合
せ
か
ら
っ
く
り
出
さ
れ
る
美
の
達
成
に
あ
っ
て
、

そ
れ
以
外
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の
な
に
も
の
で
も
な
い
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
辞
賦
が
道
義
的
、
倫
理
的
な
要
請
に
も
と
づ
い
て
製
作
さ
る
べ
き
で
あ
っ

て
、
表
現
内
容
に
当
然
そ
う
し
た
観
念
が
附
与
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
み
る
功
利
主
義
的
な
文
学
思
想
は
こ
こ
に
は
一
切

介
在
し
て
い
な
い
。
ま
た
安
易
に
介
在
す
る
余
地
を
の
こ
し
て
い
な
い
。
し
か
も
な
お
、
そ
れ
に
つ
づ
く
「
賦
家
の
心
は
宇
宙
を
壱

括
し
、
人
物
を
総
覧
す
」
と
い
う
発
言
に
は
、
言
語
表
現
に
よ
る
美
の
創
造
を
と
お
し
て
、
辞
賦
作
家
の
心
は
自
然
の
現
象
界
に
お

い
て
神
秘
な
い
と
な
み
を
み
せ
る
宇
宙
を
包
摂
し
、
現
実
の
世
界
に
あ
っ
て
捕
促
し
が
た
い
人
間
の
生
の
諸
様
態
を
す
べ
て
み
わ
た

す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
司
馬
粗
如
の
自
覚
と
確
信
が
こ
め
ら
れ
て
あ
る
。

の
芸
術
家
の
観
念
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
の
は
驚
異
で
あ
る
。

又
、
頗
る
俳
優
、
淳
子

も
し
『
酉
京
雑
記
』
の
此
の
記
事
が
、
当
時
の
国
馬
相
如
の
発
言
を
あ
り
の
ま
ま
に
伝
え
て
い
る
も
の
と
す
れ
ば
、
三
性
紀
初
頭

に
習
不
が
著
し
た
『
典
論
論
文
』
の
思
想
を
質
的
に
は
る
か
に
こ
え
た
文
学
認
識
が
あ
り
、
時
間
的
に
は
そ
れ
よ
り
も
ほ
ぼ
四
世
紀

も
早
く
、
純
粋
な
言
語
表
現
が
達
成
し
た
美
そ
れ
自
体
の
な
か
に
、
賦
の
価
値
鋭
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
文
学
批
評
の
存
在
を

改
め
て
見
直
す
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
唯
、
残
念
な
こ
と
に
、
こ
の
『
西
京
雑
記
』
が
東
晋
の
葛
洪
の
掌
で
再
編
さ
れ
た
と
い
わ

と
こ
ろ
が
、
前
漢
末
の
揚
雄
の
「
自
序
」
と

れ
て
い
る
書
物
だ
け
に
、
伝
聞
の
吉
溢
憑
性
に
ま
だ
疑
問
の
余
地
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
。

い
わ
れ
る
も
の
が
、
『
漢
書
』
揚
雄
伝
に
あ
り
、
そ
の
な
か
に
、
彼
が
司
馬
相
如
の
「
大
人
の
賦
」
に
つ
い
て
述
べ
た
条
り
が
あ
る
。

そ
れ
を
み
る
か
ぎ
り
、
先
に
あ
げ
た
『
西
京
雑
記
』
の
伝
聞
記
事
が
四
漠
時
代
の
文
学
的
な
雰
囲
気
を
か
な
り
正
確
に
伝
え
て
い
る

こ
と
が
わ
か
り
、
思
い
の
外
、
真
憑
性
の
お
け
る
伝
聞
記
事
と
み
な
し
て
よ
い
の
で
ほ
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

往
時
、
武
帝
は
神
仙
を
好
む
。
相
如
は
「
大
人
の
賦
」
を
以
て
風
せ
ん
と
欲
す
れ
ど
も
、
帝
は
反
っ
て
綜
額
と
し
て
凌
雲
の

志
を
有
て
り
。
是
に
縣
り
て
之
を
言
え
ば
、
賦
は
（
悪
）
を
勧
む
る
も
、
止
め
ざ
る
こ
と
明
か
な
り
。

こ
の
発
言
が
西
暦
前
一
世
紀
に
な
さ
れ
、
し
か
も
近
代
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両
漠
魏
晋
の
辞
賦
論
に
流
れ
る
文
学
思
想
（
林
田
）

売
・
優
孟
の
徒
の
法
度
を
有
す
る
所
に
非
ざ
る
に
似
た
り
。

揚
雄
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
果
し
て
司
馬
粗
如
の
「
大
人
の
賦
」
の
製
作
動
機
に
、
武
帝
の
神
仙
愛
好
の
虚
妄
性
を
諷
諌
し
よ
う

と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
「
大
人
の
賦
」
の
内
容
か
ら
み
て
、
諷
諌
に
相
当
す
る
絞
述
が
こ
こ
だ
と
い
う
か
た
ち
で
は
、

(
1
)
 

そ
れ
ほ
ど
明
確
に
お
さ
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
司
馬
相
如
の
賦
に
諷
諌
の
精
神
が
存
在
す
る
こ
と
を
い
ち
は
や
く
指
摘
し
た
の

は
、
同
時
代
の
歴
史
家
・
司
馬
遷
で
あ
る
。
『
史
記
』
の
相
如
本
伝
の
末
尾
に
附
し
た
論
賛
が
そ
れ
で
あ
る
。

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

み

ち

び

相
如
は
虚
辞
濫
説
多
し
と
雖
も
、
然
る
に
其
の
要
帰
は
之
を
節
倹
に
引
か
ん
と
す
。

相
如
の
賦
に
諷
諌
を
認
め
る
発
言
と
し
て
は
、
こ
れ
は
少
し
く
消
極
的
で
あ
る
。

存
在
を
無
視
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

づ
け
を
行
な
っ
た
と
し
か
見
え
な
い
指
摘
で
あ
る
。

不
思
議
な
光
彩
を
放
つ
こ
の
辞
賦
家
の
歴
史
的

そ
れ
を
歴
史
家
の
立
言
の
立
場
か
ら
肯
定
し
よ
う
と
し
て
諷
諌
の
意
義

「
虚
辞
濫
説
」
と
は
虚
構
の
表
現
美
に
修
辞
的
技
巧
を
こ
ら
し
、
事
実
で
な
い

こ
と
を
そ
れ
が
事
実
と
し
て
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
思
わ
せ
る
＜
ど
き
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
相
如
の
賦
に
む
け
て
放
た
れ
た
こ
の

評
語
は
措
辞
に
お
い
て
的
確
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

に
充
分
で
あ
る
。

此
れ
詩
の
諷
諌
と
な
ん
ぞ
異
な
ら
ん
や
。

そ
の
背
後
に
事
実
の
尊
重
を
第
一
義
と
み
る
歴
史
家
の
爛
眼
を
意
識
さ
せ
る

を
つ
か
み
、
一
層
彼
の
神
仙
志
向
を
つ
の
ら
せ

面
目
を
如
実
に
物
語
る
資
料
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
司
馬
相
如
の
な
か
に
「
宇
宙
を
葱
括
し
、

相
如
文
学
の
本
質
が
「
虚
辞
濫
説
」
に
あ
っ
た
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
の
が
、
先
に
掲
げ
た
揚
雄
の
説
話
で
あ
る
。
晩
年
、
神
仙

思
想
に
取
憑
か
れ
、
不
老
長
寿
の
養
生
術
に
精
魂
を
傾
む
け
る
よ
う
に
な
っ
た
武
帝
が
、
「
大
人
の
賦
」
を
読
ん
で
ま
す
ま
す
神
仙

世
界
へ
の
憧
憬
の
念
を
か
き
た
て
ら
れ
た
と
い
う
。
虚
辞
濫
説
に
み
ち
た
「
大
人
の
賦
」
が
神
仙
の
世
界
を
描
破
し
て
、
武
帝
の
心

「
繹
縁
と
し
て
凌
雲
の
志
を
有
て
り
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
相
如
文
学
の

人
物
を
総
覧
す
る
」
賦
家
の
心
が
厳

65 



司
馬
相
如
の
な
か
に
棲
み
つ
い
た
賦
家
の
心
が
、
想
像
の
か

ま
る
で
そ
れ
が
実
在
す
る
か
の
よ
う
に
迫
真
力
の
こ
も
っ

た
細
密
描
法
で
と
ら
え
、
し
か
も
絢
爛
華
麗
な
修
辞
を
駆
使
し
て
武
帝
の
心
を
魅
惑
し
、
彼
を
深
い
感
動
の
淵
に
さ
そ
い
こ
ん
だ
の

「
俳
優
、
惇
子
覺
・
優
孟
の
徒
の
法
度
を
有
す
る
に
非
ざ
る
に
似
た
り
」
と
辞
賦
家
を
俳
優
に
み
た
て
た
の
は
、
辞
賦
家

と
そ
の
文
学
の
全
否
定
を
意
味
し
て
い
る
。
辞
賦
家
を
俳
優
に
等
し
い
と
考
え
る
見
方
は
こ
の
揚
雄
に
は
じ
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い

が
、
辞
賦
観
の
か
た
ち
で
こ
の
よ
う
に
は
っ
ぎ
り
言
い
ぎ
っ
た
批
評
は
こ
れ
に
は
じ
ま
る
。

「
必
ず
類
を
推
し
て
靡
麗
の
辞
の
閏
修
距
筍
な
る
を
極
め
」
る
こ
と
に
、

ま
た
の
辞
賦
家
は
そ
の
こ
と
に
技
を
競
い
あ
っ
た
と
み
て
い
る
。

こ
の
嵩
高
な
理
念
が
辞
賦
家
で
あ
る
こ
と
の
誇
り

「
漢
書
」
枚
乗
伝
を
み
る
と
、

司
馬
栢
如
を
頂
点
と
す
る
辞
賦
文
学
の
本
質
が
あ
り
、
あ

司
馬
相
如
の
賦
が
そ
の
表
現
の
遊
戯
性
と
俳
優
性
を
充
分
に
意
識

し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
す
で
に
の
べ
た
「
大
人
の
賦
」
の
武
帝
に
与
え
た
影
響
の
一
事
に
つ
く
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
と
い

俳
優
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
に
悩
み
ぬ
い

相
如
は
遅
筆
で
寡
作
な
辞
賦
家
で
あ
り
、
速
筆
で
天
子
の
命
を
受
け
て
た
ち
ど

こ
ろ
に
賦
を
作
っ
た
枚
泉
の
徒
の
よ
う
な
ア
ル
チ
ザ
ン
で
は
な
か
っ
た
。

物
を
総
覧
す
る
」
も
の
が
賦
家
の
心
だ
と
認
識
す
る
司
馬
相
如
の
哲
学
で
あ
り
、

を
終
生
変
り
な
く
さ
さ
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
枚
皐
の
徒
と
は
、
彼
は
た
し
か
に
違
っ
て
い
た
。

っ
て
、
相
如
は
辞
賦
家
を
俳
優
と
み
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

揚
雄
が

で
あ
る
。

な
た
に
あ
る
神
仙
性
界
を
辞
賦
と
い
う
表
現
さ
れ
た
小
宇
宙
に
お
い
て
、

然
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
反
証
と
も
な
っ
て
い
る
。

そ
の
違
い
を
決
定
し
た
も
の
は
、

「
宇
宙
を
雹
括
し
、
人

揚
雄
は
お
な
じ
く
「
自
序
」
の
な
か
で
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賦
」
の
部
分
と
照
応
し
て
い
る
。

『
西
京
雑
記
』
が
伝
え
る
司
馬
相
如
の
辞
賦
観
を
検
討
し
て
い
る
う
ち
に
、
想
起
さ
れ
た
文
学
論
が
あ
る
。
そ
れ
は
西
晋
の
陸
機

(
3
)
 

の
「
文
の
賦
」
で
あ
る
。

司
馬
相
如
が
賦
の
制
作
の
態
度
に
つ
い
て
、

「
意
志
粛
散
、
復
た
外
事
と
関
ら
ず
、
宇
宙
を
控
引
し
て
、
古
今
と
錯
綜
す
」
と
い

い
、
辞
賦
作
家
の
観
照
に
つ
い
て
「
賦
家
の
心
は
宇
宙
を
包
括
し
、

人
物
を
総
覧
す
」
と
の
べ
て
い
る
の
は
、
次
に
あ
げ
る
「
文
の

中
区
に
仔
み
て
以
て
玄
覧
し
、
情
志
を
典
墳
に
頭
う
。
ー
~
其
の
始
め
や
、
皆
視
を
収
め
聴
を
反
し
、
耽
く
思
い
て
傍
＜
訊

い
よ

ね
、
心
を
万
例
に
遂
ば
す
。
其
の
致
る
や
、
情
は
瞳
瀧
と
し
て
弥
い
よ
鮮
か
に
、
物
は
昭
晰
と
し
て
互
い
に
進
む
。
群
言
の
握

液
を
傾
け
、
六
芸
の
芳
潤
に
漱
ぐ
ー
。
百
世
の
闊
文
を
収
め
、
千
載
の
遺
韻
を
採
る
。
朝
華
を
已
に
披
け
る
に
謝
り
、
夕
秀

ひ

ら

ひ

ら

を
未
だ
振
か
ざ
る
に
啓
く
。
古
今
を
須
央
に
観
て
、
四
海
を
一
瞬
に
撫
す
。

こ
れ
は
、
作
家
が
創
作
に
と
り
か
か
る
前
段
階
に
お
い
て
、
そ
の
精
神
の
内
部
で
い
と
な
む
密
室
の
作
業
を
、
陸
機
が
自
分
の
創

作
経
験
に
照
ら
し
て
と
り
だ
し
て
み
せ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

清
の
顧
炎
武
が
陸
機
の
「
文
の
賦
」
の
中
の
「
千
載
の
遺
韻
を
採
る
」
と
い
う
句
を
指
し
て
、
「
文
人
の
韻
を
言
う
は
、
始
め
て

此
に
見
る
」
と
言
っ
た
の
は
『
音
学
五
書
』
の
な
か
で
あ
っ
た
。
表
現
美
に
音
韻
の
調
和
を
も
と
め
た
最
初
の
文
学
批
評
を
、
顧
炎

武
は
「
文
の
賦
」
に
み
て
の
論
で
あ
る
。
陸
機
は
顧
炎
武
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
意
識
的
な
文
字
の
配
列
が
交
響
す
る
リ
ズ
ム
の
諧

和
、
そ
の
諧
和
が
織
り
な
す
音
楽
的
効
果
と
色
彩
的
効
果
に
つ
い
て
、
「
文
の
賦
」
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
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し

ば

し

ば

う

つ

く

レ

喜

其
の
物
な
る
や
多
姿
。
其
の
体
な
る
や
風
遷
る
。
其
の
意
を
会
す
る
や
巧
を
尚
び
、
其
の
音
を
遺
す
や
妍
を
貴
ぶ
。
音
声
の

迭
い
に
代
る
に
誓
ん
で
は
、
荀
に
変
に
達
し
、
次
を
識
ら
ば
、
猶
流
を
開
い
て
以
て
泉
を
納
る
る
が
ご
と
し
。
恒
に
末
を
操
っ

て
顧
に
統
け
れ
ば
、
玄
黄
の
秩
序
を
謬
ま
る
。
故
に
漉
沼
り
て
鮮
か
な
ら
ず
。

司
馬
相
如
が
賦
の
体
の
特
質
に
つ
い
て
、
「
綿
誘
を
列
ね
て
質
と
為
し
、

る
の
を
み
て
思
い
お
こ
し
た
の
も
、

一
経
一
緯
、

一
宮
一
商
は
賦
の
述
な
り
」
と
語
っ
て
い

こ
の
「
文
の
賦
」
の
音
律
輪
の
部
分
で
あ
っ
た
。
〈
声
律
の
配
合
が
調
和
す
れ
ば
、
あ
た
か
も

ス
イ
ト
リ
の
色
彩
が
鮮
か
に
は
え
る
よ
う
に
美
し
い
。
音
韻
は
つ
ね
に
変
化
に
と
み
、
言
葉
の
配
置
は
ぴ
っ
た
り
ゆ
き
に
く
い
。
し

か
し
、
も
し
そ
の
変
化
の
法
則
を
珪
解
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
の
文
章
は
流
暢
と
な
る
で
あ
ろ
う
〉
と
い
う
の
が
、
陸
機
の
論

旨
で
あ
る
。
司
馬
相
如
と
陸
機
の
間
に
は
ほ
ぼ
四
世
紀
の
時
間
的
な
距
離
が
介
在
し
て
い
る
が
、
音
楽
的
な
効
果
を
文
章
表
現
の
修

辞
に
と
っ
て
不
可
欠
の
要
素
と
み
る
批
評
の
観
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。
陸
機
は
委
曲
を
つ
く
し
て
い
る
が
、
相
如
は
簡
潔
に
問
題

の
核
心
に
ふ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
後
者
は
前
者
の
先
達
で
あ
る
。

う

つ

き

よ

く

あ

き

ら

か

賦
の
体
の
特
質
を
の
べ
る
こ
と
は
、
す
で
に
文
体
論
の
領
域
に
入
っ
て
い
る
。
「
文
の
賦
」
に
も
「
賦
は
物
を
体
し
て
劉
亮
な
り
」

と
論
じ
て
、
そ
の
表
現
の
ひ
び
き
が
清
く
あ
き
ら
か
な
と
こ
ろ
に
、
そ
の
文
体
の
特
徴
を
把
振
す
る
。
魏
の
文
帝
・
曹
不
の
『
典
論

論
文
』
は
賦
を
お
な
じ
韻
文
で
あ
る
詩
と
な
ら
べ
て
、
「
詩
賦
は
麗
な
ら
ん
と
欲
す
」
と
論
じ
て
い
る
。
言
語
の
色
彩
と
音
楽
が
織

り
な
す
美
の
表
出
に
賦
の
逃
を
認
め
る
司
馬
相
如
の
文
体
論
と
同
質
の
も
の
が
、
此
の
菩
王
と
陸
機
の
文
体
論
の
な
か
に
あ
る
。

陸
機
の
弟
に
陸
雲
が
い
る
。
陸
雲
が
兄
に
書
き
お
く
っ
た
書
簡
が
今
に
の
こ
っ
て
い
る
が
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
文
学
諭
で
あ
る
。

そ
の
な
か
で
、
陸
機
の
賦
を
批
評
し
て
「
〈
述
思
の
賦
〉
を
省
み
る
に
、
深
情
を
至
言
に
流
し
、
実
に
清
妙
為
り
。

〈
文
の
賦
〉
は
甚

だ
辞
有
り
て
綺
語
頗
る
多
し
」
と
論
じ
て
い
る
の
が
あ
る
。
陸
雲
は
、
兄
の
賦
の
特
色
が
も
っ
と
も
適
切
な
言
葉
で
深
い
情
感
を
お
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さ
え
た
表
現
の
清
妙
さ
と
、
綾
も
よ
う
の
よ
う
に
美
し
い
言
葉
を
ち
り
ば
め
た
修
辞
の
す
ば
ら
し
さ
に
あ
る
と
み
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
の
意
味
で
陸
雲
は
誰
に
も
ま
し
て
兄
・
陸
機
の
文
学
的
知
己
で
あ
っ
た
。

魏
晋
の
辞
賦
論
の
な
か
で
、
と
り
わ
け
異
彩
を
放
ち
、
そ
れ
だ
け
誤
解
を
ま
ね
き
か
ね
な
い
も
の
に
魏
の
曹
植
の
そ
れ
が
あ
る
。

兄
の
曹
玉
が
太
子
の
位
に
ま
だ
っ
か
な
い
時
期
で
あ
る
か
ら
、
曹
檻
は
ま
だ
夢
多
き
皇
子
と
し
て
奔
放
自
在
な
生
活
を
お
く
っ
て
い

た
。
そ
の
頃
曹
植
が
、
「
楊
徳
祖
に
与
う
る
書
」
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
辞
賦
を
論
じ
て
い
る
。

辞
賦
は
小
道
な
り
。
固
よ
り
未
だ
大
義
を
楡
揚
し
、
来
世
に
彰
示
す
る
に
足
ら
ず
。
昔
揚
子
雲
は
先
朝
の
執
戟
の
臣
の
み
、

こ

い

ね

が

あ

わ

猶
壮
夫
為
さ
ず
と
称
す
。
吾
は
徳
の
薄
き
と
雖
も
位
は
藩
侯
為
り
。
猶
庶
幾
わ
く
ば
力
を
上
国
に
勘
せ
恵
を
下
民
に
流
し
、
永

世
の
業
を
建
て
金
石
の
功
を
流
さ
ん
こ
と
を
。
i

一
早
に
徒
ら
に
翰
墨
を
以
て
勲
績
と
な
し
、
辞
賦
を
以
て
君
子
と
な
さ
ん
や
。

曹
植
は
こ
こ
で
辞
賦
は
小
道
だ
と
は
っ
き
り
言
い
切
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
発
言
を
、
例
え
ば
前
漠
末
か
ら
後
漠

に
か
け
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
揚
雄
・
班
固
・
察
昌
あ
た
り
の
儒
教
的
倫
理
概
に
う
ら
う
ち
さ
れ
た
道
義
的
辞
賦
論
に
す
ぐ
短
絡
さ
せ

て
考
え
る
な
ら
ば
、
曹
植
の
辞
賦
観
の
本
質
を
見
誤
る
危
険
性
が
あ
る
。
事
実
、
そ
の
よ
う
な
短
絡
思
考
が
す
で
に
六
朝
末
・
梁
の

簡
文
帝
の
文
学
意
識
の
な
か
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

小
言
破
道
な
り
。

ひ
そ

少
く
し
て
文
章
を
好
み
、
今
に
於
て
二
十
五
載
。
窺
か
に
嘗
っ
て
之
を
論
ず
る
に
、
日
月
参
辰
、
火
龍
朧
賊
す
ら
尚
且
つ
玄

あ

ら

い

わ

と

ど

象
に
著
れ
、
人
事
に
章
わ
る
。
而
る
に
況
ん
や
文
辞
止
む
べ
く
詠
歌
止
む
べ
け
ん
や
。
壮
夫
為
さ
ざ
る
な
り
と
は
揚
雄
の
実
に

君
子
と
謂
う
に
あ
ら
ず
と
は
曹
植
の
亦
た
小
弁
破
言
な
り
。
之
を
科
刑
に
論
ず
れ
ば
、
罪
は
赦
さ
ざ
る
に
在

り
。
（
答
張
鑽
謝
示
書
）

簡
文
帝
は
文
学
至
上
主
義
の
視
点
か
ら
、
曹
柩
の
「
辞
賦
を
以
て
君
子
と
為
さ
ん
や
」
と
い
う
発
言
を
、
揚
雄
の
〈
辞
賦
は
童
子
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諷
諌
が
こ
め
ら
れ
て
、

辞
賦
は
そ
の
内
容
に
適
徳
的
な
勧
善
懲
悪
の

(
4
)
 

の
離
贔
象
刻
、
壮
夫
為
さ
ざ
る
な
り
〉
の
論
と
同
一
視
す
る
こ
と
で
、
両
者
に
た
い
し
て
き
び
し
い
断
罪
を
下
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
曹
植
は
辞
賦
な
ん
ぞ
で
大
義
を
顕
彰
し
君
子
の
勲
績
を
後
批
に
の
こ
そ
う
な
ど
と
は
思
い
も
よ
ら
ぬ
こ
と
だ
と
言
っ

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
意
味
で
小
道
で
あ
る
辞
賦
に
、
現
実
の
政
治
・
道
徳
と
か
か
わ
っ
て
ゆ
く
効
用
性
が
あ
る
と
は
と
う
て

い
考
え
ら
れ
ぬ
、
酔
賦
は
君
子
が
大
切
に
す
る
大
義
と
は
な
ん
の
関
係
も
な
い
の
だ
と
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
意
義
論
の
必

要
性
を
認
め
て
い
な
い
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
曹
柏
は
辞
賦
を
小
道
で
あ
る
と
み
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
れ
は
現
実
と
と
お
く
へ

だ
た
っ
た
表
現
世
界
で
、
虚
構
の
美
を
玩
ぶ
も
の
で
あ
る
と
す
る
認
識
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

曹
植
の
辞
賦
論
は
皮
肉
な
こ
と
に
、
簡
文
帝
の
文
学
至
上
主
義
の
立
場
に
ち
か
い
。

は
じ
め
て
存
在
意
義
が
あ
る
と
み
る
揚
雄
の
辞
賦
観
が
す
で
に
あ
る
こ
と
を
充
分
に
意
識
し
た
上
で
、
苦
植

は
辞
賦
に
い
わ
ば
純
粋
な
文
学
表
現
の
世
界
を
発
見
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
が
、
魏
晋
の
時
代
に
あ
っ
て
質
量
と
も
に
も
っ
と
も

傑
出
し
た
辞
賦
作
家
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
こ
と
を
、
な
に
よ
り
も
あ
き
ら
か
に
証
明
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
曹
植
に
と

っ
て
辞
賦
は
徹
頭
徹
尾
言
語
を
と
お
し
て
虚
構
の
美
を
構
築
す
る
遊
び
で
あ
る
と
み
る
認
諭
が
あ
っ
た
か
ら
、

り
と
言
い
切
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
菩
植
も
ま
た
、

と
し
な
が
ら
も
、

逆
に
辞
賦
は
小
道
な

司
馬
祖
如
、
曹
玉
、
陸
機
、
陸
雲
の
辞
賦
親
に
加
担
す
る
異
質
な
同

盟
者
で
あ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
の
べ
る
漠
の
揚
雄
、
班
固
、
察
畠
、
そ
れ
に
つ
な
が
る
西
晋
の
左
思
、
摯
虞
等
の
遥
義
的
効
用
主
義
を

う
た
う
辞
賦
論
の
流
れ
と
、
決
定
的
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
辞
賦
を
遊
び
の
表
現
と
み
て
、
そ
こ
に
美
の
小
宇
宙
を
結
ぼ
う
と
す
る
観
念
が
、
儒
教
思
想
を
一
応
の
た
て
ま
え

そ
れ
が
支
配
の
論
罪
と
し
て
社
会
の
秩
序
と
人
心
に
貫
徹
し
て
い
な
か
っ
た
前
漠
の
武
帝
期
に
、
そ
し
て
ま
た
、

儒
教
が
そ
の
絶
対
的
な
規
範
と
し
て
の
機
能
と
権
威
を
失
墜
し
た
魏
晋
の
時
代
に
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
ぶ
か
い
。

こ
こ
に
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儒
教
的
観
念
の
顕
在
は
一
っ
に
は

か
な
り
。

前
漢
の
武
帝
の
没
後
、

一
五
年
ほ
ど
た
っ
て
漢
王
朝
の
王
位
を
継
承
し
た
の
が
宣
帝
で
あ
っ
た
。

古
詩
と
は
『
詩

『
漠
書
』
王
褒
伝
を
み
る
と
、

宣
帝
は
辞
賦
を
好
み
、
つ
ね
に
王
褒
、
張
子
僑
な
ど
の
賦
家
を
し
た
が
え
、
ゆ
く
さ
き
ざ
き
の
宮
館
で
歌
頌
を
つ
く
ら
せ
、
そ
の
出

来
ば
え
に
よ
っ
て
吊
を
賜
う
た
と
あ
る
。
そ
の
宣
帝
の
辞
賦
観
が
注
目
に
値
い
す
る
の
は
、
こ
こ
に
至
っ
て
は
じ
め
て
現
実
的
な
効

用
を
重
視
す
る
辞
賦
観
が
明
確
な
か
た
ち
を
と
っ
て
登
場
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。ま

さ

上
日
く
。
博
突
す
る
者
有
ら
ざ
る
か
。
之
を
為
す
は
猶
止
む
る
こ
と
よ
り
賢
れ
り
。
辞
賦
の
大
な
る
者
は
古
詩
と
義
同
じ
な

り
。
小
な
る
者
は
弁
麗
喜
ぶ
べ
し
。
響
え
ば
女
工
に
綺
穀
有
り
、
音
楽
に
鄭
衛
存
る
が
如
し
。
今
の
枇
俗
は
猶
皆
此
を
以
て
耳

目
を
虞
娯
ま
し
む
。
辞
賦
は
之
に
比
す
れ
ば
尚
仁
義
風
諭
、
鳥
獣
草
木
、
多
聞
の
観
有
り
。
侶
優
、
博
突
よ
り
賢
れ
る
こ
と
遠

四

「
辞
賦
の
大
い
な
る
者
は
古
詩
と
義
同
じ
な
り
」
と
い
う
発
想
に
あ
る
。

経
』
の
詩
篇
群
を
指
し
、
古
詩
の
義
と
は
詩
経
の
詩
人
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
仁
義
風
諭
の
詩
精
神
を
意
味
し
て
い
る
。
二
つ
に
は

「
鳥
獣
草
木
、
多
聞
の
観
有
り
」
と
い
う
発
言
に
あ
る
。
こ
れ
は
あ
き
ら
か
に
『
論
語
』
の
な
か
の
、
詩
を
み
て
知
識
を
豊
富
に
す

べ
き
だ
と
主
張
し
た
孔
子
の
『
詩
経
』
観
を
ふ
ま
え
て
い
る
。

も
と
も
と
、
辞
賦
の
文
学
は
『
楚
辞
』
文
学
に
発
生
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
自
明
の
理
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
無
理
に
詩
経
の
諷

、
、
、
、
、
、

諭
の
精
神
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
作
為
が
そ
こ
に
あ
る
。
そ
れ
を
促
し
た
も
の
は
儒
教
の
意
識
的
な
取
り
込
み
主
義
で
あ
る
。

も
文
学
観
念
に
対
す
る
そ
の
時
代
の
思
想
の
頗
る
鮮
か
な
反
映
が
あ
る
。
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た
し
か
に
、
宣
帝
は
辞
賦
の
小
な
る
者
は
弁
麗
喜
ぶ
べ
し
と
い
っ
て
、

は
諷
諭
と
弁
麗
の
差
に
あ
る
。

て、

そ
こ
に
大
小
の
区
別
を
も
う
け
て
い
る
が
、
大
小
の
区
別

弁
麗
な
辞
賦
が
存
在
し
て
い
る
の
は
「
女
工
に
綺
穀
有
り
、
音
楽
に
鄭
衛
存
す
る
が
如
し
」
と
い
っ

こ
れ
は
い
た
し
か
た
の
な
い
こ
と
だ
と
言
っ
て
い
る
が
、
鄭
衛
の
音
楽
を
論
じ
た
『
礼
記
』
楽
記
篇
に
は
「
鄭
衛
の
音
は
亡
国

の
音
な
り
」
と
あ
る
。
辞
賦
を
奨
励
し
て
、
椙
優
、
博
変
の
徒
の
遊
び
に
比
較
す
れ
ば
は
る
か
に
す
ぐ
れ
て
い
る
と
み
て
い
る
が
、

そ
れ
は
辞
賦
に
仁
義
諷
諭
の
精
神
が
存
在
し
て
こ
そ
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
宣
帝
が
古
詩
の
義
ー
—i仁
義
諷
諭
の
精
神
の
有
無
で
も
っ
て
、
辞
賦
の
価
値
を
は
か
る
某
準
と
し
た
こ
と
は
、
あ
き

ら
か
に
、
支
配
者
の
統
一
論
理
が
繰
り
出
し
た
儒
教
倫
理
の
辞
賦
表
現
へ
の
実
質
的
な
介
入
を
意
味
し
て
い
た
。

宣
帝
は
「
礼
教
天
子
」
と
言
わ
れ
る
。
五
経
の
大
儒
大
官
を
石
渠
閤
に
集
め
て
経
典
の
異
同
優
劣
を
論
じ
さ
せ
て
い
る
が
、
そ
れ

は
儒
教
内
部
の
対
立
、
公
羊
学
と
穀
粒
学
と
の
対
立
を
、
国
家
的
規
模
で
調
整
し
、
統
一
し
た
儒
教
で
も
っ
て
、
支
配
の
論
理
を
構

築
す
る
こ
と
を
ね
ら
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
儒
教
が
政
治
に
接
近
し
、
支
配
の
理
論
と
し
て
現
実
の
政
治
に
ウ
エ
イ
ト
を
お
く
よ

(
7
)
 

う
に
な
っ
た
の
は
こ
れ
か
ら
で
あ
る
。
儒
教
倫
理
が
統
一
支
配
の
理
論
と
し
て
現
実
に
接
近
し
は
じ
め
た
の
が
、
宣
帝
の
時
期
で
あ

る
こ
と
と
、
そ
れ
が
宣
帝
の
辞
賦
観
に
も
ち
こ
ま
れ
て
き
た
こ
と
と
の
間
に
は
、
必
然
の
理
は
あ
っ
て
も
、
矛
盾
は
な
い
。

司
馬
相
如
が
活
躍
し
た
武
帝
の
時
代
に
儒
教
が
す
で
に
国
教
と
な
っ
て
い
た
も
の
の
、

の
規
範
と
な
る
ほ
ど
に
、
社
会
、
人
心
に
浸
透
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。

っ
て
、
た
し
か
に
国
威
は
昂
揚
し
た
も
の
の
、
そ
の
た
め
に
極
度
に
膨
張
し
た
国
家
経
済
は
す
で
に
破
綻
の
き
ざ
し
を
み
せ
て
い

ま
だ
経
学
的
規
範
が
人
間
の
行
為
の
唯
一

武
帝
の
積
極
的
な
外
征
政
策
に
よ

た
。
漢
王
朝
を
こ
の
危
機
的
状
態
か
ら
救
済
し
、
そ
の
建
直
し
を
は
か
る
に
は
、
儒
教
に
よ
る
人
心
統
一
こ
そ
が
必
要
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
宣
帝
に
は
じ
ま
り
、
元
帝
・
成
帝
・
哀
帝
と
時
代
が
下
る
に
し
た
が
っ
て
、
経
学
的
規
範
の
人
心
支
配
が
強
く
要
請
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さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
後
漠
に
至
る
と
、
完
全
に
礼
教
の
覇
絆
が
人
間
の
日
常
生
活
の
意
識
と
行
動
を
き
び
し
く
規
制
す
る
よ
う
に

な
っ
て
く
る
。

こ
の
よ
う
な
前
漢
末
か
ら
後
漢
に
か
け
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
儒
教
支
配
の
国
家
的
要
請
に
応
え
る
思
想
の
情
況
か
ら
、
礼
教
道
徳

の
旗
標
を
辞
賦
論
に
鮮
明
に
か
か
げ
た
揚
雄
・
班
固
・
察
畠
の
徒
が
出
現
し
て
く
る
の
も
、
ま
た
必
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
っ
た
。

て
、
こ
こ
で
揚
雄
の
辞
賦
論
に
視
点
を
移
し
て
み
よ
う
。

あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
揚
雄
は
「
長
卿
（
相
如
）

『
西
京
雑
記
』
を
み
る
と
、
揚
雄
と
司
馬
相
如
の
関
係
を
物
語
る
挿
話
が

こ
の
よ

の
賦
は
、
人
間
か
ら
来
た
る
に
似
ず
、
其
れ
神
の
化
し
て
至
る
所
か
」
と
嘆
じ

て
、
相
如
に
敬
服
し
、
そ
の
賦
を
学
ぶ
こ
と
に
つ
と
め
た
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
辞
賦
家
と
し
て
才
能
を
発
揮
し
て
官
界
に
登
場
し
た

い
と
願
い
、
賦
の
製
作
に
ひ
た
す
ら
打
込
ん
で
い
た
若
き
日
の
揚
雄
の
姿
を
伝
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
揚
雄
が
晩
年
に

著
し
た
『
法
言
』
吾
子
篇
を
み
る
と
、
自
分
が
若
き
日
に
辞
賦
を
愛
好
し
た
こ
と
を
悔
み
、
美
麗
に
流
れ
る
辞
人
の
賦
を
き
び
し
く

或
ひ
と
問
う
、
吾
子
少
く
し
て
賦
を
好
む
か
と
。
日
＜
童
子
の
離
晶
簗
刻
な
り
と
、
俄
か
に
し
て
日
＜
壮
夫
は
為
さ
ざ
る
な

り
と
。
或
ひ
と
日
＜
賦
は
以
て
諷
す
べ
き
か
と
。
日
＜
諷
し
て
則
ち
（
悪
を
）
己
む
。
己
ま
ら
ざ
れ
ば
、
吾
は
（
悪
を
）
勧
む

る
こ
と
免
が
れ
ざ
る
を
恐
る
と
。
或
ひ
と
日
＜
景
差
・
唐
勒
．
宋
玉
・
枚
乗
の
賦
は
益
あ
り
や
と
。
日
く
必
ず
や
淫
す
と
。
淫

す
れ
ば
則
ち
奈
何
ん
と
。
日
＜
詩
人
の
賦
は
麗
に
し
て
則
あ
り
。
辞
人
の
賦
は
麗
に
し
て
淫
す
。
如
し
孔
子
の
門
に
賦
を
用
う

の
ぼ

れ
ば
、
則
ち
買
誼
は
堂
に
升
り
、
相
如
は
室
に
入
る
と
。

揚
雄
は
晩
年
に
至
っ
て
も
、
司
馬
相
如
に
た
い
す
る
敬
愛
の
念
は
つ
い
に
消
し
去
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
み
え
る
。

こ
こ
で
い
う
「
詩
人
の
賦
」
も
ま
た
詩
経
の
詩
精
神
の
流
れ
を
く
む
辞
賦
を
さ
し
て
お
り
、

弾
劾
し
て
い
る
。

諷
諌
の
主
旨
を
う
た
い
あ
げ
る
賦
で
な

と
こ
ろ
が
、

さ
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五

王
奔
の
改
革
は
あ
ま
り
に
理
想
的
で
あ
り
急
速
で
あ
っ

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
揚
雄
は
、
相
如
、
買
誼
を
「
詩
人
の
賦
」
の
系
譜
で
と
ら
え
る
が
、
秦
漠
期
の
他
の
多
く
の
辞
賦
家
、
景
差
・
唐

勒
．
宋
玉
・
枚
乗
は
そ
う
で
は
な
い
。
彼
ら
の
作
品
は
「
麗
に
し
て
淫
す
」
と
み
て
「
辞
人
の
賦
」
に
位
置
づ
け
、
現
世
に
益
な
き

揚
雄
が
と
り
出
し
た
「
詩
人
の
賦
」
と
い
う
観
念
は
す
で
に
、
宜
帝
の
辞
賦
観
の
な
か
に
、
「
辞
賦
の
大
い
な
る
者
は
古
詩
と
義

同
じ
な
り
」
と
す
る
発
言
が
あ
り
、
こ
れ
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
、
そ
れ
と
対
立
す
る
も
の
と
し
て
「
辞
人
の
賦
」
の
観
念
を
編
み

出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
揚
雄
の
こ
の
あ
た
り
の
立
論
の
手
際
は
実
に
巧
妙
だ
と
言
え
よ
う
。

揚
雄
の
『
法
言
』
は
王
奔
が
前
漠
の
皇
位
を
纂
奪
し
て
、
『
周
礼
』
に
も
と
づ
き
な
が
ら
、
周
代
の
原
始
儒
教
の
理
念
を
現
実
の

政
治
と
制
度
の
上
に
実
現
し
よ
う
と
こ
こ
ろ
み
た
時
期
の
著
作
で
あ
っ
た
。

た
た
め
に
、
結
局
失
敗
す
る
こ
と
に
な
る
。

郭
紹
虞
氏
は
揚
雄
が
劉
欧
に
た
の
ん
で
石
室
の
蔵
書
を
み
せ
て
も
ら
っ
た
成
帝
の
陽
朔
四
年
に
、
彼
の
儒
学
へ
の
志
が
決
定
的
に

な
っ
た
と
み
て
い
る
。
こ
の
と
き
以
来
、
揚
雄
は
僭
者
と
し
て
檻
に
出
る
意
志
を
か
た
め
、
そ
れ
を
持
続
し
て
き
た
。
そ
の
彼
が
王

奔
の
新
儒
教
の
改
革
に
逢
着
し
、
そ
れ
に
た
い
し
て
積
柩
的
に
共
嗚
奮
起
し
て
、
『
論
語
』
に
な
ら
っ
て
『
法
言
』
を
著
し
た
と
し

て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
理
屈
に
か
な
っ
て
い
た
。
揚
雄
が
そ
の
な
か
で
徹
底
的
に
現
実
主
義
的
な
辞
賦
の
効
用
論
を
儒
教
の
立
場
か

ら
説
い
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ま
た
一
向
に
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

本
来
「
楚
辞
』
文
学
か
ら
出
た
辞
賦
を
『
詩
経
』
の
詩
精
神
に
結
び
つ
け
て
考
え
は
じ
め
た
の
は
、
辞
賦
論
で
み
る
か
ぎ
り
、
前

も
の
と
し
て
「
詩
人
の
賦
」
と
峻
別
す
る
。
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両
漢
魏
晋
の
辞
賦
論
に
流
れ
る
文
学
思
想
（
林
田
）

古
は
諸
侯
卿
太
夫
は
都
国
と
交
接
し
、
微
言
を
以
て
相
感
ぜ
し
む
。
揖
譲
の
時
に
当
り
て
は
必
ず
詩
を
称
し
以
て
其
の
志
を

諭
に
す
。
蓋
し
賢
不
肖
を
別
ち
て
盛
衰
を
観
れ
ば
な
り
。
故
に
孔
子
日
く
、
詩
を
学
ば
ざ
れ
ば
以
て
言
無
き
な
り
と
。
春
秋
の

よ

う

や

こ

わ

の

が

後
、
周
の
道
は
寝
＜
壊
れ
、
聘
門
歌
詠
は
列
国
に
行
わ
れ
ず
。
詩
を
学
ぶ
の
士
は
逸
れ
て
布
衣
に
在
り
。
而
し
て
賢
人
失
志
の

お

こ

う

れ

み

な

あ

わ

れ

み

い

た

賦
作
る
。
大
儒
孫
卿
及
び
楚
臣
屈
原
は
證
言
に
離
り
、
国
を
憂
え
て
皆
賦
を
作
り
て
以
て
諷
す
。
咸
、
憫
隠
む
古
詩
の
義
有

り
。
其
の
後
は
宋
玉
、
唐
勒
、
漢
興
り
て
は
枚
乗
、
司
馬
相
如
、
下
り
て
は
揚
子
雲
に
及
ぶ
ま
で
、
競
い
て
修
麗
闊
術
の
詞
を

う

し

の

り

為
り
、
其
の
風
諭
の
義
を
没
な
う
。
是
を
以
て
揚
（
雄
）
は
之
を
悔
み
て
日
く
、
詩
人
の
賦
は
麗
に
し
て
則
あ
り
、
辞
人
の
賦

は
麗
に
し
て
淫
す
と
。

内
容
は
と
も
か
く
と
し
て
、

歴
史
家
に
ふ
さ
わ
し
い
操
作
で
辞
賦
史
論
の
体
裁
を
一
応
と
と
の
え
た
も
の
と
し
て
は
、
こ
れ
が
は

じ
め
て
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
辞
賦
史
論
は
強
引
な
こ
じ
つ
け
に
み
ち
て
い
る
。
辞
賦
文
学
の
存
在
意
義
を
五
経
の
な
か
の

る
と
み
な
し
て
、

―
つ
の
経
典
『
詩
経
』
の
風
諭
の
精
神
に
見
い
出
そ
う
と
す
る
意
図
が
、
揚
雄
の
『
法
言
』
よ
り
も
一
層
露
骨
で
あ
る
。
賢
人
失
志

あ
わ
れ
み
い
た

の
賦
が
春
秋
以
後
の
乱
世
の
な
か
で
お
こ
っ
た
と
み
る
の
は
よ
い
が
、
そ
こ
に
目
を
つ
け
、
「
憫
隠
む
古
詩
の
義
」
が
存
在
し
て
い

そ
こ
か
ら
辞
賦
文
学
を
経
典
の
枠
組
の
な
か
に
繰
り
込
む
論
理
が
牽
引
附
会
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
は
じ
め
か
ら
辞

賦
文
学
の
原
初
的
な
発
生
形
態
の
祖
型
が
『
楚
辞
』
文
学
に
あ
り
、
そ
の
祖
型
の
な
か
に
、
辞
賦
文
学
が
あ
れ
ほ
ど
豊
麗
な
姿
で
あ

ら
わ
れ
て
く
る
可
能
性
が
は
ら
ま
れ
て
い
た
と
み
る
正
当
な
文
学
的
視
点
は
全
く
欠
落
し
て
い
た
。

し
た
『
漢
書
』
芸
文
志
の
詩
賦
略
が
そ
れ
で
あ
る
。

漢
末
の
宣
帝
に
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
後
漢
の
班
固
に
な
る
と
、
揚
雄
の
「
詩
人
の
賦
」
の
観
念
を
う
け
つ
い
で
、
更
に
頑
固
な
礼
教

思
想
の
も
と
に
、
辞
賦
史
論
を
展
開
す
る
。
詩
経
か
ら
説
き
お
こ
し
、
屈
原
出
現
の
の
ち
後
漠
に
至
る
ま
で
の
辞
賦
の
歴
史
を
概
観
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そ
れ
と
い
う
の
も
、
こ
の
同
じ
文
章
の
な
か
で
、
察
昌
自
身

こ
の
発
言
を
と
り
あ
げ
て
い

こ
の
辞
賦
史
論
が
理
路
整
然
と
み
え
る
と
す
れ
ば
、
儒
教
の
視
点
を
不
動
の
も
の
と
し
て
辞
賦
の
存
在
意
義
を
歴
史
的
に
整
理
し

た
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
揚
雄
は
司
馬
相
如
を
「
詩
人
の
賦
」
の
系
譜
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
い
る
が
、
旺
固
は
そ
う

で
は
な
い
。
こ
れ
を
宋
玉
・
枚
乗
の
徒
と
ひ
と
し
な
み
に
、
風
諭
の
精
神
を
没
却
し
て
し
ま
っ
た
辞
賦
家
と
し
て
否
認
す
る
。
こ
れ

だ
け
で
も
揚
雄
に
く
ら
べ
、
班
固
が
経
学
的
規
範
に
よ
り
忠
実
で
あ
り
、
そ
の
発
想
に
立
脚
す
る
こ
と
に
よ
り
徹
底
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。

後
漢
も
末
期
に
な
る
と
、
今
み
る
べ
き
辞
賦
論
は
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
て
い
る
。

で
あ
る
。
彼
の
「
政
要
七
事
を
陳
ぶ
る
の
疏
」
を
み
る
と
、
「
書
画
辞
賦
は
オ
の
小
な
る
者
な
り
。

だ
其
の
能
な
ら
ず
」
と
の
べ
て
い
る
。
こ
の
見
方
に
は
、
前
述
し
た
魏
の
曹
植
の
辞
賦
を
小
道
と
考
え
、
国
家
の
大
義
に
生
き
る
道

唯
一
っ
例
外
が
あ
る
。
そ
れ
は
察
皇
の
辞
賦
観

た

だ

お

さ

国
を
匡
し
政
を
理
む
る
に
は
末

と
無
関
係
だ
と
み
る
見
解
に
ち
か
い
も
の
が
あ
り
、
そ
の
先
駆
的
な
発
言
と
と
り
か
ね
な
い
も
の
が
あ
る
。
中
島
千
秋
氏
は
『
賦
の

成
立
と
展
開
』
の
第
六
章
の
「
時
代
区
分
に
よ
る
特
色
」
の
項
で
、
察
皇
の
辞
賦
論
を
考
察
し
て
、

る
。
中
島
氏
の
こ
の
大
著
は
実
に
丹
念
に
漢
代
辞
賦
の
形
態
と
内
容
に
関
し
て
そ
の
史
的
な
展
開
を
あ
と
づ
け
た
研
究
で
あ
り
、
し

か
も
随
所
に
氏
の
創
見
が
み
ら
れ
て
頗
る
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
拙
論
を
す
す
め
る
に
あ
た
っ
て
も
、
第
六
章
の
部
分
の
論
述

は
と
り
わ
け
参
考
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
問
題
は
中
島
氏
が
察
邑
を
論
じ
た
条
り
に
あ
る
。
こ
の
察
畠
の
発
言
を
引
い
た
氏
は
、
察

匿
が
経
国
に
役
に
た
つ
実
用
主
義
か
ら
辞
賦
を
は
ず
し
て
お
り
、
そ
れ
か
ら
考
え
て
彼
は
実
用
主
義
か
ら
解
放
さ
れ
た
文
学
そ
れ
自

(
9
)
 

体
の
存
在
を
認
め
て
い
た
と
み
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
異
論
が
あ
る
。

が
辞
賦
作
家
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

み

ら

び

ひ

く

作
者
鼎
沸
し
、
其
の
高
き
者
は
経
を
引
き
、
風
諭
の
言
を
訓
く
。
下
き
は
俗
語
を
連
偶
し
て
俳
優
に
類
す
る
有
り
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両
漢
魏
晋
の
辞
賦
論
に
流
れ
る
文
学
思
想
（
林
田
）

だ
し
た
の
は
毛
詩
の
序
で
あ
る
。

常
に
濃
厚
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
こ
で
い
う
高
下
の
区
別
は
、
宣
帝
が
辞
賦
の
大
小
を
諷
諭
と
弁
麗
と
で
わ
け
た
考
え
方
と
い
っ
こ
う
に
変
ら
な
い
。
察
畠
が

み
ち
び

「
経
を
引
き
、
風
諭
の
言
を
訓
く
」
と
い
う
の
は
、
辞
賦
の
存
在
意
義
を
『
詩
経
』
を
は
じ
め
と
す
る
経
典
の
側
に
ひ
き
よ
せ
て
考

え
、
そ
こ
に
風
諭
を
う
た
い
あ
げ
よ
う
と
す
る
宣
帝
・
揚
雄
・
班
固
の
辞
賦
論
と
本
質
的
に
差
は
な
い
。
察
饂
が
書
画
辞
賦
の
才
能

を
政
治
の
能
力
と
わ
け
て
み
た
の
は
こ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
正
し
い
が
、
経
典
の
主
旨
を
援
用
し
、
風
諭
の
言
を
み
ち
び
け
ば
、
そ

の
辞
賦
は
高
級
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
自
体
に
、
辞
賦
は
そ
の
在
り
方
し
だ
い
で
実
用
に
役
立
つ
と
み
る
儒
教
の
効
用
主
義
的
な
文

学
観
が
あ
る
。
こ
れ
を
単
純
化
し
て
と
ら
え
る
こ
と
で
、
察
畠
が
実
用
主
義
か
ら
解
放
さ
れ
て
文
学
そ
れ
自
体
の
存
在
を
認
め
て
い

た
と
考
え
る
の
は
納
得
で
き
な
い
。

前
漢
末
か
ら
後
漠
に
か
け
て
、
国
家
的
要
請
を
背
景
に
し
て
儒
教
が
統
一
支
配
の
理
論
と
し
て
現
実
の
政
治
と
秩
序
に
か
か
わ
り

を
も
ち
、
経
学
的
規
範
で
人
心
を
呪
縛
す
る
思
想
情
況
が
あ
っ
て
、
そ
の
な
か
か
ら
、
宣
帝
・
揚
雄
・
班
固
の
辞
賦
論
が
形
成
さ
れ

て
き
た
こ
と
は
、
先
に
の
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
察
凰
の
辞
賦
観
も
ま
た
こ
の
系
譜
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
儒
教
的
辞

賦
論
の
系
譜
を
た
ど
っ
て
み
て
、
漢
代
に
於
け
る
毛
詩
学
源
の
『
詩
経
』
観
ー
|

A

ひ
い
て
は
そ
の
文
学
思
想
が
あ
た
え
た
影
響
が
非

そ
も
そ
も
、
『
詩
経
』
を
も
っ
て
為
政
者
の
教
訓
と
す
べ
き
だ
と
す
る
見
方
を
強
調
し
、
詩
を
道
徳
的
に
解
釈
す
る
方
向
を
う
ち

朱
子
は
『
後
漢
書
』
儒
林
伝
に
よ
っ
て
、
後
漢
の
衛
宏
が
そ
の
序
の
作
者
で
あ
る
と
認
め
、
そ
の

後
二
三
人
の
手
に
な
っ
た
と
み
て
い
る
。

し
か
し
毛
詩
の
テ
キ
ス
ト
は
す
で
に
河
間
の
毛
公
が
そ
れ
を
伝
え
、
貫
長
卿
・
徐
敷
と
い

っ
た
人
々
を
経
て
、
『
毛
詩
故
訓
伝
』
三

0
巻
と
い
う
も
の
に
結
実
し
、
前
漠
末
か
ら
の
古
文
学
提
唱
に
乗
じ
た
歴
史
が
あ
る
。

(10) 

ら
に
徐
放
か
ら
、
そ
の
弟
子
陳
侠
・
謝
曼
卿
・
衛
宏
と
う
け
つ
が
れ
、
こ
の
人
の
手
で
毛
詩
の
序
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
詩
経
』

さ
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に
礼
教
息
想
に
よ
る
道
義
的
な
解
釈
を
も
ち
こ
み
、
詩
人
の
な
か
か
ら
諷
諭
の
精
神
を
と
り
だ
し
て
詩
教
説
を
発
見
し
よ
う
と
し
た

の
は
、
こ
の
学
祇
で
あ
る
。
今
日
伝
わ
る
毛
詩
の
序
は
術
宏
一
人
の
作
で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
そ
の
学
脈
の
集
約
的
見
解

が
こ
こ
に
結
晶
し
て
い
る
と
み
て
さ
し
つ
か
え
あ
る
ま
い
。
毛
訪
学
脈
は
こ
の
よ
う
に
、
詩
を
政
教
の
具
と
み
て
、
詩
そ
の
も
の
を

道
義
的
に
解
釈
す
る
息
想
が
あ
っ
て
、
前
漢
末
か
ら
古
文
学
脈
が
台
頭
す
る
な
か
で
、
そ
の
思
想
が
当
時
の
知
識
人
の
考
え
方
に
多

大
の
影
響
を
あ
た
え
た
こ
と
は
充
分
に
か
ん
が
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
宣
帝
が
「
古
詩
と
義
同
じ
な
り
」
と
い
い
、
揚
雄
が
「
詩
人

の
賦
」
と
い
い
、
班
固
が
「
憫
隠
む
古
詩
の
義
有
り
」
と
の
べ
、
察
己
が
「
経
を
引
き
、
風
諭
の
言
を
訓
く
」
と
の
べ
る
の
は
い
ず

れ
も
毛
詩
学
派
の
文
学
恩
想
の
影
響
の
強
さ
を
そ
の
ま
ま
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

彼
ら
が
辞
賦
を
『
詩
経
』
に
ひ
き
つ
け
て
、
そ
こ

に
仁
義
の
涵
養
と
諷
諭
の
糟
神
を
み
よ
う
と
す
る
考
え
方
は
、
ま
さ
し
く
毛
詩
学
源
の
詩
説
の
辞
賦
論
へ
の
適
用
で
あ
っ
た
。

前
漠
末
か
ら
後
漠
に
か
け
て
出
現
し
た
儒
教
的
辞
賦
観
は
西
晋
に
至
っ
て
左
思
．
摯
虞
等
の
辞
賦
論
の
な
か
に
あ
っ
て
再
生
産
さ

れ
て
く
る
。
魏
晋
時
代
は
一
般
に
儒
教
の
実
質
的
な
権
威
が
失
墜
し
て
、
易
と
結
び
つ
い
た
老
荘
思
想
が
盛
ん
に
な
る
時
代
だ
と
い

の
蟄
居
生
活
を
経
て
の
ち
、
洛
隠
に
仕
官
を
求
め
た
だ
け
に
、

わ
れ
て
い
る
が
、
後
漢
以
来
の
家
世
儒
学
の
名
門
大
族
と
結
托
し
て
政
権
を
掌
握
で
き
た
四
晋
王
朝
に
な
る
と
、
再
び
礼
教
息
想
を

統
一
支
配
の
珪
論
と
し
て
か
つ
ぎ
出
す
思
想
情
況
が
あ
る
。
左
思
．
摯
虞
の
辞
賦
論
の
出
現
は
こ
の
思
想
現
象
と
見
合
っ
て
い
る
。

唯
独
り
陸
機
の
辞
賦
論
が
例
外
で
あ
り
え
た
の
は
、
彼
が
敗
戦
国
で
あ
る
と
は
い
え
江
南
呉
の
豪
門
名
族
の
出
身
で
、
敗
戦
後
十
年

そ
れ
を
受
け
い
れ
る
酉
晋
王
朝
で
は
、
陸
機
を
呉
の
人
心
収
撹
に
利

用
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
彼
は
礼
教
息
想
を
直
接
も
ろ
に
か
ぶ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

六

そ
れ
に
文
学
の
才
能
に
絶
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る。

両
漢
魏
晋
の
辞
賦
論
に
流
れ
る
文
学
思
想
（
林
田
）

の
采
詩
説
を
は
じ
め
て
辞
賦
論
に
導
入
し
た
の
が
こ
の
左
思
で
あ
る
。

大
の
自
信
を
い
だ
い
て
い
た
彼
は
事
実
上
当
時
に
お
け
る
第
一
級
の
文
学
者
で
あ
っ
た
。

余
映
が
確
実
に
の
こ
っ
て
い
て
、
政
治
適
徳
に
対
し
て
文
学
を
低
く
視
る
考
え
は
な
か
っ
た
。

左
思
は
「
三
都
の
賦
」
の
序
で
、
自
分
の
辞
賦
観
を
の
べ
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
揚
雄
の
詩
人
の
賦
説
、
毛
詩
の
序
の
詩
六
義

説
、
班
固
の
古
詩
の
義
説
を
引
き
な
が
ら
説
き
は
じ
め
て
い
る
。
こ
れ
は
左
思
の
辞
賦
論
が
揚
雄
・
班
固
の
辞
賦
道
統
説
に
加
担
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
あ
き
ら
か
な
意
志
表
明
で
あ
り
、
辞
賦
作
家
と
し
て
の
権
威
づ
け
で
あ
っ
た
。

『
詩
経
』
に
采
詩
説
を
た
て
た
の
は
、
『
礼
記
』
の
王
制
篇
で
あ
り
、
班
固
の
『
漢
書
』
食
貨
志
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
周
代
采
詩
の

官
が
各
地
に
源
遣
さ
れ
、
民
間
の
詩
歌
を
採
集
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
風
俗
を
調
査
し
政
治
の
参
考
に
供
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ

思
想
史
的
に
み
て
そ
こ
に
左
思
の
辞
賦
観
の
独
自
性
が
あ

り
、
そ
こ
に
「
三
都
の
賦
」
の
序
文
が
主
張
す
る
意
見
の
眼
目
が
あ
る
。

先
王
は
焉
（
詩
）
を
采
っ
て
土
風
を
観
る
。
「
緑
竹
猜
狩
し
く
」
（
衛
風
・
洪
奥
）
を
見
れ
ば
、
則
ち
衛
の
洪
奥
の
産
を
知

る
。
「
其
の
板
屋
在
り
」
（
秦
風
・
小
戎
）
を
見
れ
ば
、
則
ち
秦
の
野
に
西
戎
の
宅
あ
る
を
知
る
。
故
に
能
く
居
然
に
し
て
八
方

を
弁
ず
。
然
る
に
司
馬
相
如
は
上
林
を
賦
し
て
「
虚
ぎ
橘
は
夏
に
熟
す
」
を
引
き
、
揚
雄
は
廿
泉
を
賦
し
て
「
玉
樹
の
青
葱
た

る
」
を
陳
ぶ
。
班
固
は
西
都
を
賦
し
て
「
比
目
出
ず
る
」
と
歎
じ
、
張
衡
は
西
京
を
賦
し
て
「
海
若
に
遊
べ
る
」
を
述
ぶ
。
珍

た
だ

怪
な
る
も
の
を
仮
り
に
称
し
て
以
て
潤
色
を
為
す
。
斯
の
如
き
の
類
は
管
に
此
れ
の
み
に
非
ず
。

左
思
は
こ
の
よ
う
に
采
詩
説
を
賦
観
に
導
入
し
て
、
た
だ
ち
に
漢
賦
の
批
判
に
移
っ
て
い
る
。
漢
の
賦
は
表
現
に
潤
色
を
加
え
、

辞
采
を
豊
麗
に
す
る
た
め
に
、
其
の
土
地
に
実
際
に
は
な
い
も
の
ま
で
も
描
き
事
実
に
そ
ぐ
わ
ぬ
誇
張
を
と
も
な
っ
て
い
る
と
み

こ
れ
は
司
馬
相
如
．
曹
植
・
陸
機
が
辞
賦
は
言
語
表
現
の
美
に
遊
ぶ
文
学
で
あ
る
と
す
る
認
識
に
反
し
て
、
あ
く
ま
で
経
学
の

そ
の
自
負
の
な
か
に
は
、
楚
系
の
文
学
の
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に
自
分
の
命
運
の
す
べ
て
を
賭
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

伝
統
的
な
事
実
尊
重
の
態
度
に
た
っ
て
、
辞
賦
文
学
の
遊
び
の
本
質
を
否
認
し
、
現
実
に
効
用
す
る
も
の
と
し
て
辞
賦
を
機
能
さ
せ

る
思
想
で
あ
る
。

い
た

た
し
か
に
左
息
は
「
三
都
の
賦
」
を
制
作
す
る
に
あ
た
っ
て
、
「
著
作
郎
張
載
の
も
と
に
詣
り
、
眠
耶
（
蜀
）
の
事
を
訪
ね
」
（
晋

書
左
思
伝
）
て
い
る
し
、
文
選
集
註
残
巻
本
の
「
二
都
の
賦
」
が
そ
の
註
と
し
て
引
く
玉
隠
の
『
晋
書
』
を
み
る
と
、
陸
機
を
た
ず

ね
て
呉
の
土
風
を
き
い
て
い
る
。
ま
た
見
間
を
博
め
る
た
め
に
秘
書
郎
の
職
に
つ
く
こ
と
を
求
め
た
り
し
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
で

は
な
い
。
今
、
「
三
都
の
賦
」
の
序
を
み
る
か
ぎ
り
、
左
思
は
此
の
賦
を
製
作
す
る
に
あ
た
っ
て
、
「
其
の
山
川
城
邑
は
地
図
に
稽

も
と
づ

え
、
其
の
鳥
獣
草
木
は
方
志
に
験
す
。
風
謡
歌
舞
は
各
々
其
の
俗
に
附
け
、
魁
悟
長
者
は
其
の
旧
き
も
の
に
非
ざ
る
は
莫
し
」
と
の

べ
る
よ
う
に
、
自
分
で
実
地
を
踏
め
な
い
都
の
情
況
を
賦
す
る
場
合
は
、
地
図
に
照
し
て
か
ん
が
え
、
地
志
を
ひ
も
と
い
て
確
め
る

な
ど
の
方
法
を
用
い
て
、
未
経
験
の
部
分
を
補
な
う
努
力
を
し
て
い
る
。

(11) 

尾
郊
一
氏
が
指
摘
す
る
如
く
写
実
の
精
神
と
よ
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
が
あ
る
。

左
思
の
「
三
都
の
賦
」
は
こ
の
よ
う
な
努
力
を
重
ね
る
こ
と
十
年
の
歳
月
を
費
し
、
門
・
庭
・
藩
・
厠
の
至
る
所
に
紙
筆
を
備
え

山
東
の
一
脊
吏
の
息
子
で
、
そ
の
ま
ま
で
は
い
つ

て
一
句
を
得
る
ご
と
に
、
そ
れ
を
書
き
つ
け
練
り
上
げ
た
苦
心
の
賦
で
あ
っ
た
。

ま
で
も
陽
の
あ
た
ら
ぬ
地
位
し
か
保
証
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
醜
男
で
そ
の
上
訥
弁
で
あ
っ
た
左
思
は
、

さ
て
そ
の
彼
が
、
魏
・
呉
・
蜀
の
三
国
の
都
の
土
風
を
写
実
的
な
方
法
で
描

こ
の
「
三
都
の
賦
」
の
製
作

き
、
そ
こ
で
で
き
あ
が
っ
た
実
証
的
な
土
風
観
察
を
政
教
に
役
立
て
よ
う
と
本
気
に
願
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
三
都
の
賦
」
で

繰
り
広
げ
ら
れ
た
華
麗
な
修
辞
の
文
脈
は
い
ち
は
や
く
同
時
代
の
張
華
が
そ
れ
を
み
て
、
「
班
・
張
の
流
れ
な
り
」
と
批
評
し
て
い
る

よ
う
に
、
漠
賦
の
そ
れ
と
大
差
は
な
か
っ
た
。
こ
の
長
篇
賦
は
そ
れ
ぞ
れ
の
都
振
り
の
お
国
自
慢
を
可
能
な
か
ぎ
り
事
実
に
即
し
な

こ
の
よ
う
な
左
息
の
辞
賦
製
作
の
態
度
の
な
か
に
は
、
小
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両
漢
魏
晋
の
辞
賦
論
に
流
れ
る
文
学
思
想
（
林
田
）

そ
の
証
拠
に
「
三
都
の
賦
」
の
終
曲
は
次
の
よ
う
な
言
葉
で
飾
ら
れ
て
い

が
ら
美
し
く
敷
き
の
べ
て
、
結
局
は
魏
の
都
・
鄭
に
は
他
の
二
都
は
か
な
わ
な
い
と
の
べ
た
に
す
ぎ
な
い
。

ば
、
左
思
の
「
三
都
の
賦
」
の
意
図
は
鄭
に
都
し
た
魏
室
・
曹
氏
か
ら
禅
譲
と
い
う
形
式
で
王
朝
を
継
承
し
た
晋
の
司
馬
氏
の
三
国

統
一
を
ひ
そ
か
に
正
統
化
し
賛
美
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

る。

ふ
た
り
み
か
ど

な

ら

カ

カ

日
は
雙
び
麗
ら
ず
、
世
に
両
の
帝
な
し
。
天
経
地
緯
、
理
に
大
帰
あ
り
。

太
陽
は
天
に
―
つ
で
あ
る
。
こ
の
比
喩
論
理
が
導
く
も
の
は
晋
室
が
呉
蜀
を
討
っ
て
天
下
を
統
一
し
た
事
実
の
賛
美
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ

「
三
都
の
賦
」
の
完
成
は
太
康
三
年
で
、
晋
が
呉
を
滅
し
天
下
統
一
の
事
業
を
成
し
と
げ
て
か
ら
二
年
の
ち
で
あ
る
。

と
を
考
え
あ
わ
せ
て
み
る
と
、
「
三
都
の
賦
」
が
漢
賦
と
遜
色
の
な
い
修
辞
の
華
麗
さ
を
具
え
て
い
た
こ
と
に
加
え
て
、
三
国
統
一

を
完
成
し
た
晋
王
朝
の
正
統
化
と
賛
美
の
意
図
が
重
な
っ
て
、
新
時
代
の
人
士
の
歓
迎
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
こ
の
賦
は
洛
陽
の
紙

価
を
高
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ま
た
、
寒
門
出
身
の
左
思
は
権
力
者
・
賣
證
の
サ
ロ
ン
に
形
成
さ
れ

て
い
た
文
学
集
団
「
二
十
四
友
」
に
加
え
ら
れ
る
通
行
手
形
を
掌
に
し
た
こ
と
に
な
る
。

左
思
の
辞
賦
論
は
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
徹
底
的
に
た
て
ま
え
論
で
貫
ぬ
か
れ
て
い
る
。
「
三
都
の
賦
」
の
序
は
、
辞
賦
の
本

命
が
事
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
描
く
こ
と
に
あ
る
と
し
て
、
誇
大
な
表
現
が
い
か
に
華
麗
壮
大
で
あ
っ
て
も
、
現
実
に
機
能
す
る
効
用

性
が
な
い
と
論
じ
て
い
る
。

夫
れ
玉
の
厄
の
当
無
き
は
、
宝
と
雖
も
用
う
る
に
非
ず
。
移
い
な
る
言
あ
れ
ど
、
験
無
く
ん
ば
麗
し
と
雖
も
経
に
非
ず
。

く

わ

し

き

そ

し

せ

お

お

よ

そ

て

ほ

ん

る
に
論
者
は
其
の
研
精
を
抵
り
肝
む
る
こ
と
無
け
れ
ば
、
作
者
は
大
氏
挙
げ
て
憲
章
と
為
す
。
積
習
が
常
に
生
ず
る
は
自
り
て

来
れ
る
有
り
。

而

誤
解
を
恐
れ
ず
に
い
え
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こ
の
皇
甫
證
に
師
事
し
薫
陶
を
う
け
た
酉
晋
の
文
芸
批
評
家
に
摯
虞
が
い
る
。

を
選
別
し
た
詞
華
集
を
編
纂
し
て
い
る
。
今
日
、
そ
れ
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
が
、

別
論
』
と
題
し
た
文
芸
批
評
の
専
著
が
あ
っ
た
。
現
在
そ
の
逸
文
が
断
片
的
に
残
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
み
る
か
ぎ
り
、
い
ず
れ
も

文
体
論
に
終
始
し
て
い
る
。
摯
虞
は
き
め
こ
ま
か
に
、
中
国
の
文
章
の
な
か
に
あ
る
各
種
の
文
体
を
分
類
し
、
そ
の
一
々
に
起
源
と

せ
る
必
要
は
な
い
。

七

論
』
に
は
、
す
で
に
左
忌
と
お
な
じ
発
想
の
発
言
が
あ
る
。

ま
こ
と
、
、
、
、
、
、
ヽ
つ
く
、
、

今
の
賦
頌
の
徒
は
荀
に
饒
弁
屈
賽
の
辞
を
為
り
て
、

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
も
と
ヽ
お
ろ
か
な
る
し
よ
す
ぐ
れ

ん
こ
と
を
索
む
。
愚
夫
慧
士
は
従
り
て
奇
た
り
と
す
。

そ
れ
に
附
録
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
『
文
章
流

摯
虞
は
『
文
章
流
別
集
』
と
い
う
文
体
別
に
文
章

左
忌
の
「
三
都
の
賦
」
に
求
め
ら
れ
て
序
を
書
い
た
西
晋
随
一
の
碩
学
高
逸
の
土
・
皇
甫
誠
も
、
こ
の
王
符
・
左
息
の
嘆
き
に
ふ

(12)

おこ

か
く
共
鳴
し
て
い
る
。
た
だ
皇
甫
謡
が
左
息
の
意
見
と
異
な
る
の
は
、
「
美
麗
な
る
文
は
賦
の
作
り
な
り
」
と
い
っ
て
、
辞
賦
の
本

領
が
美
麗
な
文
飾
に
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
終
っ
て
お
れ
ば
、
こ
こ
に
わ
ざ
わ
ざ
皇
甫
諮
を
登
場
さ

つ

く

か

り

そ

め

む

す

こ
の
発
言
に
つ
づ
い
て
、
「
昔
の
文
を
為
る
者
は
荀
に
も
王
教
に
紐
び
、
勧
戒
に
本
づ
け
ん
と
す
」
と
論
じ
て

い
る
の
は
そ
う
簡
単
に
看
過
せ
な
い
。
皇
甫
謡
も
ま
た
古
代
『
詩
経
』
の
詩
人
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

を
辞
賦
の
内
容
に
結
び
つ
け
て
表
現
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

王
道
教
化
と
勧
戒
諷
諭

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
ヽ
よ
み
、
、
、

競
う
て
腔
岡
し
、
然
る
こ
と
無
き
の
事
を
陳
べ
て
以
て
世
に
怪
せ
ら
れ

ま
ど
わ

此
れ
孫
童
の
見
を
惇
し
て
誠
な
ら
ざ
る
の
言
に
長
ず
る
も
の
な
り
。

が
今
で
は
辞
賦
作
家
の
手
本
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

左
思
は
辞
賦
を
論
ず
る
者
が
事
実
の
う
ら
づ
け
の
な
い
誇
大
で
繁
網
な
表
現
修
辞
を
抵
難
し
な
い
た
め
に
野
放
し
と
な
り
、

こ
の
嘆
き
は
左
思
が
は
じ
め
て
で
は
な
い
。

そ
れ

後
漠
の
王
符
の
『
潜
夫
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両
漠
魏
晋
の
辞
賦
論
に
流
れ
る
文
学
思
想
（
林
田
）

発
生
当
時
の
様
式
を
説
き
あ
か
し
、

あ
わ
せ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
文
体
の
な
か
で
優
れ
た
才
能
を
発
揮
し
た
文
学
者
名
を
あ
げ
て
い
る
。

こ
れ
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
摯
虞
の
『
文
章
流
別
集
』
編
纂
の
意
図
は
と
も
す
れ
ば
異
端
に
な
が
れ
が
ち
な
後
世
の
文
体
に
、

文
体
の
姿
を
示
し
て
こ
れ
を
匡
正
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

に
お
い
て
摯
虞
を
も
っ
て
噂
矢
と
す
る
。
そ
の
意
味
で
は
こ
の
文
学
論
は
大
変
貴
重
で
あ
る
。

今
こ
こ
で
取
扱
う
問
題
は
、
摯
虞
が
文
体
論
の
一
環
と
し
て
『
文
章
流
別
論
』
の
な
か
で
と
り
あ
げ
た
賦
論
に
あ
る
。

正
統
な

賦
は
敷
陳
の
称
な
り
。
古
詩
の
流
れ
な
り
。
古
の
詩
を
作
る
者
は
情
に
発
し
礼
義
に
止
ま
る
。
情
の
発
す
る
や
、
辞
に
因
っ

あ

ら

わ

も

ち

て
以
て
文
を
形
し
、
礼
義
の
旨
は
事
を
須
い
て
以
て
之
を
明
か
に
す
。
故
に
賦
有
る
は
、
象
に
仮
り
て
辞
を
尽
し
、
其
の
志
を

敷
陳
す
る
所
以
な
り
。

前
世
の
賦
を
為
る
者
に
孫
卿
・
屈
原
有
り
。
尚
頗
る
古
詩
の
義
有
り
。
宋
玉
に
至
っ
て
は
則
ち
淫
浮
の
病
多
し
。
楚
辞
の
賦

た
ぐ
い

は
賦
の
善
き
者
な
り
。
故
に
子
は
「
賦
揚
は
離
騒
よ
り
深
き
は
莫
し
」
と
称
す
。
賣
誼
は
則
ち
屈
原
の
債
な
り
。

古
詩
の
賦
は
情
義
を
以
て
主
と
為
し
、
事
形
を
以
て
佐
と
為
す
。
今
の
賦
は
事
形
を
以
て
本
と
為
し
、
義
の
正
し
ぎ
を
以
て

の

り

の

り

助
と
為
す
。
情
義
を
主
と
為
せ
ば
則
ち
言
省
ぶ
か
れ
て
文
に
例
有
り
。
事
形
を
本
と
為
せ
ば
則
ち
言
当
り
て
辞
に
常
無
し
。
文

の
煩
省
、
辞
の
険
易
は
蓋
し
此
れ
に
因
る
。

ヘ
だ

夫
れ
仮
象
の
大
に
過
ぎ
れ
ば
則
ち
類
と
相
い
遠
た
り
、
壮
に
過
ぎ
れ
ば
則
ち
事
と
相
い
違
う
。
弁
言
は
理
に
過
ぎ
れ
ば
則
ち

も
と

義
を
相
い
失
う
。
麗
靡
は
美
に
過
ぎ
れ
ば
則
ち
情
と
相
い
惇
る
。
此
の
四
過
は
大
体
に
背
き
て
政
教
を
害
う
所
以
な
り
。
是
を

に
く

以
て
司
馬
遷
は
相
如
の
浮
説
を
割
ち
、
揚
雄
は
辞
人
の
賦
の
麗
に
し
て
淫
す
る
を
疾
む
。

こ
れ
が
『
文
章
流
別
論
』
の
中
の
辞
賦
論
の
す
べ
て
で
あ
る
が
、

今
検
討
の
都
合
上
全
文
を
四
小
節
に
分
断
し
て
あ
げ
て
み
た
。

文
体
の
分
類
を
こ
れ
ほ
ど
精
緻
に
分
析
し
た
の
は
、
中
国
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さ
て
冒
頭
の
「
賦
は
敷
陳
の
称
な
り
、
古
詩
の
流
れ
な
り
」
と
い
う
書
き
出
し
の
部
分
は
、
後
漢
の
劉
熙
の
『
釈
名
』
に
「
賦
は

敷
な
り
。
其
の
義
を
敷
陳
す
る
を
之
れ
賦
と
謂
う
」
を
ふ
ま
え
る
と
と
も
に
、
前
述
し
た
『
漠
書
』
王
褒
伝
の
中
の
宣
帝
の
「
賦
の

「
側
隠
む
古
詩
の
義
有
り
」
の
条
り
を
下
敷
き
に
し
て
の

大
な
る
者
は
古
詩
と
義
同
じ
な
り
」
と
、

論
述
で
あ
る
。

班
固
の
『
漠
害
』
芸
文
志
の

つ
づ
い
て
い
う
「
古
の
詩
を
作
る
者
は
情
に
発
し
礼
義
に
止
ま
る
」
の
措
辞
は
、
「
毛
詩
の
序
」
の
「
故
に
変
風
は

こ
う
し
て
み
る
と
、
摯
虞
の
賦
論
の
発
想
が
拠
り
所
と

情
に
発
し
礼
義
に
止
ま
る
」
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
い
か
し
た
文
句
で
あ
る
。

し
た
思
想
が
、
後
漢
に
と
り
わ
け
強
く
押
し
出
さ
れ
て
く
る
礼
教
的
文
学
思
想
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
こ
と
は
第
一
小
節
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
例
え
ば
第
二
小
節
に
展
開
さ
れ
た
辞
賦
史
観
は
お
お
む
ね
班
固
の
『
漠
書
』
芸
文
志

及
び
、
揚
雄
の
『
法
言
』
吾
子
篇
と
「
反
離
騒
」
の
忠
実
な
祖
述
で
あ
る
。

摯
虞
は
第
一
小
節
で
、
「
情
の
発
す
る
や
、
言
に
因
っ
て
以
て
之
を
形
す
、
礼
義
の
旨
は
事
を
須
い
て
以
て
之
を
明
か
に
す
。

故

に
賦
有
る
は
、
象
を
仮
り
て
辞
を
尽
し
、
其
の
志
を
敷
陳
す
る
な
り
」
と
の
べ
て
、
発
生
当
初
の
賦
の
文
体
が
も
つ
表
現
機
能
の
特

こ
の
中
で
な
ぜ
摯
虞
が
情
の
発
動
と
礼
義
の
意
義
を
対
偶
法
で
並
列
さ
せ
て
辞
賦
文
体
の
機
能
を
説
明
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ
の
必
然
性
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
理
解
に
く
る
し
む
。

す
る
」
文
体
だ
と
い
う
だ
け
で
充
分
で
は
な
い
か
。
摯
虞
の
意
識
に
は
「
毛
詩
の
序
」
の
詩
説
が
あ
り
、
そ
の
論
理
を
運
用
し
な
け

れ
ば
、
自
分
の
賦
論
が
す
す
め
ら
れ
な
い
ほ
ど
に
、
彼
は
礼
教
思
想
に
ど
っ
ぷ
り
つ
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ら
か
に
す
る
こ
と
を
こ
こ
ま
で
は
っ
ぎ
り
と
賦
の
文
体
表
現
に
要
求
し
た
賦
諭
に
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
。

礼
義
の
意
義
を
あ
き

第
二
小
節
の
辞
賦
史
観
に
摯
虞
の
独
創
的
な
意
見
が
微
塵
も
な
い
こ
と
は
す
で
に
の
べ
た
。
第
三
小
節
に
移
る
と
、
「
古
詩
の
賦
」

と
「
今
の
賦
」
と
に
わ
け
て
論
評
し
て
い
る
が
、

色
を
分
析
し
て
い
る
。

こ
れ
は
揚
雄
の
「
詩
人
の
賦
」
と
「
辞
人
の
賦
」
の
分
類
を
意
識
し
て
の
こ
と
で

賦
は
「
象
を
仮
り
て
辞
を
尽
し
、
其
の
志
を
敷
陳
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く
わ
す
。

両
漠
魏
晋
の
辞
賦
論
に
流
れ
る
文
学
思
想
（
林
田
）

と
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

い
つ
わ
ら
ぬ
摯
虞
の
辞
賦
論
の
本
音
で
あ
っ
た
。

ろ
、
摯
虞
の
賦
論
は
礼
教
の
し
が
ら
み
に
縛
ら
れ
て
、
辞
賦
文
学
の
本
質
に
表
現
美
に
遊
ぶ
こ
と
を
発
見
し
、
そ
こ
に
一
切
余
計
な

意
義
論
を
附
与
し
な
か
っ
た
魏
晋
の
辞
賦
論
と
相
わ
た
る
こ
と
も
な
く
、

固
執
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

晋
書
の
摯
虞
の
伝
記
を
み
る
と
、
彼
は
伝
統
主
義
・
尚
古
主
義
の
立
場
で
、
朝
廷
に
な
に
か
と
意
見
を
具
申
し
て
い
る
記
事
に
で

『
文
章
流
別
論
』
の
な
か
で
、
詩
の
文
体
に
つ
い
て
論
じ
た
批
評
が
今
日
残
っ
て
い
る
が
、
摯
虞
は
当
時
す
っ
か
り
詩
人

の
間
に
根
を
下
し
、
い
ち
ば
ん
頻
繁
に
活
用
さ
れ
て
い
た
五
言
形
の
詩
体
を
「
異
体
」
と
称
し
て
い
る
。

る
四
言
形
の
詩
体
を
あ
く
ま
で
正
統
な
詩
形
|
ー
‘
「
正
体
」
と
考
え
る
見
方
か
ら
で
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

主
義
の
思
考
形
態
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。
摯
虞
の
賦
論
に
個
性
が
な
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
も
は
や
繰
返
す
ま
で
も
な
い
が
、

前
漢
末
か
ら
後
漢
に
出
現
し
た
宣
帝
・
揚
雄
・
班
固
の
辞
賦
論
及
び
「
毛
詩
の
序
」
の
詩
説
を
集
約
し
総
決
算
を
つ
け
た
の
が
、
摯

そ
こ
に
露
呈
さ
れ
て
あ
る
も
の
が
、

あ
ろ
う
。
こ
こ
で
留
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
辞
賦
に
と
っ
て
大
事
な
も
の
は
事
形
の
表
現
よ
り
も
、
情
義
の
表
出
で
あ
る
と
論
ず

、、

る
条
り
に
出
て
く
る
情
義
の
意
味
で
あ
る
。
辞
賦
論
の
分
野
で
、
こ
れ
ま
で
に
「
情
義
」
の
概
念
を
つ
か
う
例
を
し
ら
な
い
の
で
、

摯
虞
の
特
殊
な
想
い
が
こ
め
ら
れ
た
言
葉
で
は
な
い
か
と
考
え
て
み
た
け
れ
ど
、
結
局
は
こ
れ
も
又
、
「
毛
詩
の
序
」
の
「
情
に
発

(13) 

し
礼
義
に
止
ま
る
」
の
文
句
か
ら
、
情
と
礼
義
を
単
純
結
合
さ
せ
し
造
出
し
た
用
語
概
念
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
の
後

に
説
く
文
辞
の
煩
省
、
険
易
の
問
題
は
常
識
の
域
を
一
歩
も
出
て
い
な
い
陳
腐
な
論
議
で
あ
る
。

第
四
小
節
に
お
い
て
摯
虞
が
「
仮
象
」
「
逸
辞
」
「
弁
言
」
「
麗
美
」
を
賦
の
表
現
の
四
大
要
素
と
し
て
あ
げ
て
い
る
意
見
は
辞
賦
の

文
体
の
本
質
を
見
抜
い
て
卓
抜
で
あ
る
が
、
こ
の
四
要
素
が
過
度
に
な
が
れ
る
と
、
「
大
体
（
道
理
）
に
背
き
、
政
教
を
害
う
」
こ

つ
ま
る
と
こ

ひ
た
す
ら
忠
実
な
礼
教
倫
理
の
信
奉
者
と
し
て
の
意
見
を

こ
れ
は
『
詩
経
』
に
発
す

彼
の
伝
統
主
義
・
尚
古
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註

虞
の
辞
賦
論
で
あ
っ
た
。

（
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
第
一
五
号
）
は
左
思
の
賦
観
に
写
実
主
義
の
精
神
を
み
て
、

(
1
)

船
津
富
彦
氏
の
「
八
大
人
の
賦
＞
試
論
」
（
漠
魏
文
化
第
四
号
）
は
「
大
人
の
賦
」
に
梢
風
諌
の
意
志
の
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

(

2

)

『
漠
書
』
枚
乗
伝
に
「
上
有
所
感
、
輻
使
賦
之
。
為
又
疾
、
受
詔
輛
成
、
故
所
賦
者
多
。
司
馬
相
如
善
為
文
而
遅
、
故
所
作
少
而
菩
於
泉
。

泉
賦
辞
中
、
自
言
為
賦
不
如
相
如
。
又
言
為
賦
乃
俳
、
見
視
如
偏
、
自
悔
類
偶
也
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。

(
3
)

中
品
千
秋
氏
の
『
賦
の
成
立
と
展
開
』
は
そ
の
第
六
章
で
、
こ
の
司
馬
相
如
の
文
学
観
（
賦
の
様
式
批
評
）
が
晋
の
陸
機
の
「
文
の
賦
」
の

先
駆
で
あ
っ
た
こ
と
を
箇
単
で
は
あ
る
が
、
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
。

(
4
)

拙
稿
「
南
朝
放
蕩
文
学
論
の
美
意
識
」
（
東
方
学
一
一
七
輯
）
は
、
簡
文
帝
の
文
学
親
に
視
点
を
す
え
て
こ
の
「
答
張
讚
謝
示
書
」
の
文
学
論
に

ふ
れ
て
い
る
。

(
5
)

岡
村
繁
氏
の
「
曹
王
の
八
典
論
論
文
＞
に
つ
い
て
」
（
支
那
学
研
究
第
二
四
・
ニ
五
号
）
は
建
安
末
期
に
文
学
と
政
治
が
無
関
係
に
両
立
す

る
性
質
の
も
の
と
み
る
発
言
の
出
現
に
注
意
し
て
、
曹
植
が
辞
賦
は
小
道
と
い
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
額
面
通
り
純
文
学
（
辞
賦
）
を
軽
視
し
て

い
た
と
は
い
え
な
い
と
論
じ
て
い
る
。

(
6
)

『
論
語
』
腸
貨
篇
の
「
孔
子
日
、
小
子
何
莫
丑
夫
詩
、
訪
可
以
興
、
可
以
観
、
可
以
群
、
可
以
怨
、
遁
之
事
父
、
遠
之
事
君
、
多
識
於
烏
獣

卿
木
之
名
」
。

(

7

)

『
思
想
史
』
（
中
国
文
化
双
書
）
所
収
の
日
原
利
国
氏
の
論
文
を
参
照
。

(
8
)

郭
紹
虞
氏
の
『
中
国
文
学
批
評
史
』
（
新
文
芸
出
版
）
を
参
照
。

(
9
)

中
島
千
秋
氏
の
『
賦
の
成
立
と
展
開
』
が
そ
の
第
六
章
で
、
禁
畠
が
霊
帝
に
奉
っ
た
「
陳
政
要
七
事
疏
」
を
引
い
て
論
じ
た
条
り
を
参
照
。

(
1
0
)

目
加
田
誠
氏
の
『
詩
経
』
（
日
本
評
論
社
刊
、
東
洋
思
想
双
書
）
の
第
二
章
「
誌
経
の
成
立
と
伝
来
」
の
中
の
歴
代
詩
経
学
に
お
け
る
論
述

を
参
照
。

(
1
1
)

小
尾
郊
一
氏
の
「
左
思
の
賦
観
」

そ
れ
を
魏
平
日
時
代
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両
漠
魏
晋
の
辞
賦
論
に
流
れ
る
文
学
思
想
（
林
田
）

の
賦
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
写
実
的
な
自
然
描
写
と
の
関
連
で
論
じ
て
い
る
。

(
1
2
)

皇
甫
謳
の
「
三
都
の
賦
」
序
は
『
文
選
』
に
所
収
。

(

1

3

)

拙
稿
「
漠
魏
六
朝
文
学
論
に
現
れ
た
情
と
志
の
問
題
」
（
目
加
田
誠
博
士
還
暦
記
念
中
国
学
論
集
）
を
参
照
。

87 




