
藍
澤
南
城
の
『
三
百
篇
原
意
』
に
つ
い
て

村
　
山
　
敬
　
三

序

　
藍
澤
南
城
の
『
三
百
篇
原
意
』
は
、
既
に
内
山
知
也
氏
の
「
藍
澤
南
城
の
詩
経
學
」
（
『
詩
脛
研
究
』
）
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
が
。
氏

は
「
南
城
の
詩
解
鐸
は
、
彼
が
序
文
に
お
い
て
明
ら
か
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
毛
序
を
根
底
に
置
い
て
、
諸
家
の
訓
詰
の
適
切
な
も
の
を

批
判
し
つ
つ
採
っ
て
ゆ
き
、
『
序
と
合
し
て
離
れ
、
離
れ
て
は
合
す
』
る
、
い
わ
ゆ
る
折
衷
學
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

た
だ
、
氏
の
解
説
は
『
三
百
篇
原
意
』
冒
頭
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
「
自
序
」
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
り
、
國
風
以
下
の
注
繹
に
つ
い
て
の
考

察
は

行
わ

れ
て
い

な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
『
三
百
篇
原
意
』
の
注
鐸
全
髄
に
基
づ
い
て
、
南
城
が
参
考
に
し
た
文
献
と
そ
の
『
毛
詩
』

解
繹
に

つ
い

て

考
察
を
行
っ
て
み
た
い
。
な
お
、
『
三
百
篇
原
意
』
の
原
文
は
句
鮎
で
切
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
、
返
り
鮎
送
り
假
名
は
附
け

　
　
　
　
　
　
を
　

ら
れ
て
い
な
い
。

（117）



二
　
南
城
が
参
考
に

し
た
文
戯

　
日
　
参
考
に
し
た
文
献

　

こ
こ
で
は
、
南
城
が
こ
の
注
繹
を
書
く
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
な
文
献
を
参
照
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
柏
崎
市
立
圖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
　

書
館
に
は
、
南
城
の
私
塾
で
あ
る
三
鹸
堂
の
藏
書
が
ま
と
め
て
遺
さ
れ
て
い
る
。
『
毛
詩
』
に
つ
い
て
の
藏
書
を
記
し
て
お
こ
う
。

　
　
詩
経
集
註
　
寛
政
三
年
登
行
　
八
冊

　
　
詩
経
繹
解
　
　
皆
川
原
心
伯
　
文
化
九
年
登
行
　
十
五
冊

　
　
詩
経
世
本
古
義
　
　
三
十
冊

　
　
詩
経
古
註
　
延
享
四
年
登
行
　
五
冊

　
　
毛
詩
正
文
　
片
山
兼
山
　
三
冊

　
　
毛
詩
注
疏
　
鄭
氏
　
二
十
三
冊

　
以
上
六
種
で

あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
が
た
だ
ち
に
南
城
が
参
考
に
し
た
文
献
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
以
下
に
『
三
百
篇

原
意
』
中
で
ど
の
よ
う
な
文
献
が
参
照
さ
れ
て
い
る
か
、
調
査
に
よ
っ
て
確
定
で
き
る
主
な
も
の
を
學
げ
て
み
る
。

　
　
①

毛
詩
正

義
　
漢
、
毛
享
傳
、
鄭
玄
箋

　
　
②

詩
集

傳
　
宋
、
朱
喜
撰

　
　
③

詩
経
世

本
古
義
　
明
、
何
楷
撰

　
　
④

詩
経
繹
解

　
日
本
皆
川
漠
園
著
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⑤

毛
詩

名
物
圖
説
　
清
徐
鼎
著

　
　
⑥

詩
経

名
物
辮
解
日
本
江
村
如
圭
著

　
　
⑦

九
脛
談

日
本
太
田
錦
城
著

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
　

　

こ
の
中
で
群
を
披
い
て
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
③
『
詩
経
世
本
古
義
』
で
あ
る
。
そ
の
回
藪
は
毛
享
傳
や
詩
集
傳
な
ど
よ
り
も
は
る

か
に

多
い
。
し
か
し
、
南
城
は
何
楷
の
説
に
も
っ
ぱ
ら
賛
成
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
附
會
甚
だ
し
」
と
か
「
於
呼
何
ぞ
忌
憧
無
き
の

甚
だ

し
き
や
」
な
ど
、
嚴
し
い
批
判
も
あ
る
。
南
城
が
こ
の
書
を
利
用
す
る
の
は
何
楷
の
説
を
参
照
す
る
こ
と
以
外
に
、
そ
こ
に
豊
富
な
記

事
、
學
説
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
そ
れ
を
自
身
の
研
究
に
生
か
そ
う
と
し
て
い
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
安
井
小
太
郎
は
『
詩
纏
世

本
古
義
』
を
紹
介
し
て
、
「
索
會
の
甚
だ
し
き
」
説
が
あ
る
と
も
言
っ
て
い
る
が
、
「
何
楷
は
博
學
に
し
て
引
授
す
る
所
廣
く
、
名
物
、
訓
詰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
エ

各
ミ
壽
す
る
所
あ
り
」
三
口
っ
て
い
る
。
實
際
、
．
」
の
圭
日
に
基
づ
い
て
多
く
の
學
説
や
轟
が
引
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
引
⑨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
ア
　

用
箇
所
と
『
詩
纏
世
本
古
義
』
と
を
照
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
分
か
る
。
主
要
な
人
名
を
列
畢
し
て
み
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

　
f

　
　
げ
ん
さ
ん

　

a
嚴
案
の
引
用
は
非
常
に
多
い
。
そ
の
中
に
は
「
世
本
古
義
」
と
そ
の
接
り
所
を
記
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
「
詩
輯
」
と
書
名
が
示
さ

れ

て

い

る
箇
所
も
あ
る
。
嚴
案
に
か
か
わ
る
引
用
を
照
合
し
て
み
る
と
そ
の
多
く
が
『
詩
経
世
本
古
義
』
に
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
嚴

嚴
薬

〔詩
輯
〕

都
敬

呂
租
謙

欧
陽
脩

〔詩
本
義
〕

陸
佃
〔
埠
雅
〕

陸
磯



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

藥
は
宋
の
人
。
『
詩
輯
』
は
安
井
小
太
郎
に
よ
れ
ば
「
呂
氏
讃
詩
記
を
主
と
し
て
、
諸
説
を
雑
采
し
て
呂
氏
の
意
を
褒
明
」
し
た
書
だ
と
言

う
。　

b
の
都
敬
は
十
五
箇
所
ほ
ど
の
引
用
が
見
え
る
。
そ
の
中
に
「
世
本
古
義
」
と
握
り
所
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
今
『
詩
経
世
本

古
義
』
に
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
引
用
は
全
膿
の
1
1
1
〈
R
の
二
程
度
で
あ
る
が
、
何
楷
が
一
部
分
を
省
略
し
て
引
用
し
て
い
る
箇
所
を
南
城

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

は
同
じ
く
省
略
し
て
書
い
て
い
る
か
ら
、
『
詩
経
世
本
古
義
』
を
見
な
が
ら
そ
の
文
を
寓
し
て
い
る
の
だ
と
分
か
る
。
都
敬
は
明
末
の
人
o

『
九
経
鮮
（
解
）
』
の
著
作
が
あ
り
、
そ
の
中
に
『
毛
詩
原
鮮
（
解
）
』
が
あ
る
。
西
口
智
也
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
書
は
詩
序
を
尊
重
し
、
朱

子
批
判
の
書
で
あ
る
が
、
孟
子
の
「
意
を
以
て
志
を
逆
ふ
」
と
い
う
解
鐸
態
度
が
特
に
重
硯
さ
れ
て
い
る
と
し
、
詩
を
學
ぶ
上
で
重
要
な
の

は
詩
篇
に
託
さ
れ
た
「
志
」
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
て
、
こ
れ
は
郁
敬
の
詩
経
學
の
根
本
を
な
し
て
い
る
認
識
だ
と
言

弛
・　

c
の
呂
租
謙
は
計
十
四
箇
所
の
引
用
が
確
認
で
き
る
が
、
照
合
し
て
み
る
と
そ
れ
ら
は
す
べ
て
『
詩
経
世
本
古
義
』
に
あ
る
。
呂
祀
謙
は

宋
の
人
o
そ
の
『
呂
氏
家
塾
讃
詩
記
』
に
つ
い
て
、
安
井
小
太
郎
は
「
呂
組
謙
は
朱
喜
川
の
親
友
な
る
が
、
詩
學
に
於
て
は
全
く
相
反
せ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

祀
謙
は
毛
鄭
を
固
守
し
、
随
て
序
を
信
ぜ
り
。
宋
代
古
義
學
派
の
解
説
と
し
て
一
讃
の
債
値
あ
り
」
と
言
っ
て
い
る
。
『
呂
氏
家
塾
讃
詩
記
』

の

名
は
『
三
百
篇
原
意
』
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　

d
の
欧
陽
脩
に
つ
い
て
は
、
最
初
の
引
用
に
「
詩
本
義
」
と
そ
の
書
名
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
十
箇
所
程
度
の
引
用
箇
所
の
多
く

が
そ

の

ま
ま
『
詩
裡
世
本
古
義
』
に
見
え
る
。
そ
の
取
り
上
げ
方
は
二
義
」
と
し
た
り
「
鄭
説
よ
り
勝
る
」
と
す
る
評
債
も
あ
る
が
、
批

到
も
見
ら
れ
る
。

　
　
　
り
く
で
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
が

　

e
の
陸
佃
は
、
十
六
箇
所
ほ
ど
の
引
用
が
見
ら
れ
、
書
名
を
『
埠
雅
』
と
示
し
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
り
、
「
陸
佃
云
」
で
は
な
く
「
埠

雅
云
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
陸
佃
は
宋
の
人
で
、
『
埠
雅
』
は
1
1
十
g
e
o
爾
雅
の
埠
補
の
意
だ
と
い
う
。
『
詩
経
世
本
古
義
』
中
に （120）



は
陸
佃
の
名
が
多
く
見
ら
れ
る
。
南
城
の
引
用
は
そ
れ
と
重
複
し
て
い
る
も
の
も
か
な
り
あ
る
が
、
『
詩
経
世
本
古
義
』
の
該
當
箇
所
に
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

え

な
い
も
の
も
あ
っ
て
、
南
城
が
實
際
に
『
埠
雅
』
を
見
な
が
ら
引
用
し
て
い
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

　
f
の
陸
磯
は
七
箇
所
ほ
ど
の
引
用
で
あ
る
。
そ
の
五
箇
所
に
つ
い
て
は
『
詩
経
世
本
古
義
』
に
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
た
だ
、
そ
の

引
用
の
い
く
つ
か
は
以
下
に
記
す
『
詩
経
繹
解
」
に
も
見
え
て
い
る
。
そ
の
引
用
の
在
り
方
を
見
て
ゆ
く
と
、
南
城
は
『
詩
経
世
本
古
義
』

と
『
詩
経
繹
解
』
の
両
方
を
見
な
が
ら
陸
磯
の
説
を
引
い
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
。
陸
磯
は
三
國
呉
の
人
。
『
毛
詩
草
木
鳥
獣
轟
魚
疏
』
が

あ
る
。
以
下
は
、
ま
た
南
城
が
参
考
に
し
た
文
献
に
戻
っ
て
記
し
て
ゆ
く
o

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
④
皆
川
漠
園
の
『
詩
経
繹
解
』
の
引
用
は
少
な
く
、
四
例
だ
け
で
あ
る
。
「
或
日
（
云
）
」
「
奮
～
」
な
ど
と
し
つ
つ
最
後
に
「
課
解
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

出
典
を
記
し
て
い
る
。
「
詳
解
」
は
「
繹
解
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
、
照
合
す
る
と
引
用
箇
所
は
や
は
り
ど
れ
も
『
詩
経
繹
解
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

に

あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
書
き
誤
り
と
思
わ
れ
る
。
四
例
以
外
に
も
！
　
園
の
説
は
、
出
典
を
示
さ
な
い
そ
の
他
の
「
或
日
」
に
含
ま
れ
て
い
る

か

も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
南
城
は
こ
の
書
を
常
に
参
照
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
既
に
陸
磯
の
説
が
、
『
詩
経
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
う
へ
い

本
古
義
』
と
『
詩
脛
繹
解
』
の
両
方
を
見
な
が
ら
引
か
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
、
た
と
え
ば
挑
柄
の
説
も
こ
の
書
を

握

り
所
に
し
て
引
か
れ
て
い
る
。
挑
柄
に
は
『
詩
識
名
解
』
の
著
が
あ
る
。
そ
の
説
は
『
三
百
篇
原
意
』
中
に
二
十
回
ほ
ど
の
引
用
が
あ
り
、

そ

れ

ら
は
す
べ
て
『
詩
経
繹
解
』
に
見
え
る
。
こ
の
よ
う
に
陸
磯
や
挑
柄
に
關
す
る
豊
富
な
引
用
の
例
か
ら
、
こ
の
書
は
南
城
に
と
っ
て
重

要
な
参
考
文
献
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
漠
園
の
『
問
學
畢
要
』
も
一
回
だ
け
だ
が
、
巻
一
に
「
皆
川
原
心
問
學
畢
要
」

と
し
て
引
用
が
見
え
る
。

　
⑤

『
毛
詩
名
物
圖
説
』
は
、
『
三
百
篇
原
意
』
中
で
計
十
五
箇
所
の
引
用
な
い
し
言
及
が
見
え
る
。
そ
れ
ら
は
照
合
し
て
も
『
詩
経
世
本

古
義
』
や
『
詩
経
繹
解
』
に
は
見
え
な
い
。
『
毛
詩
名
物
圖
説
』
は
、
乾
隆
三
十
六
（
一
七
七
1
）
年
「
坊
刻
本
」
が
あ
る
。
現
在
の
三
除

堂
藏
書
に

は
な
い
が
、
南
城
は
こ
の
書
を
見
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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⑥

『
詩
経
名
物
辮
解
』
は
江
如
圭
『
名
物
辮
解
』
と
し
て
六
回
ほ
ど
の
引
用
が
見
え
る
。
こ
の
書
は
享
保
十
六
（
一
七
l
i
l
　
1
　
）
年
の
刊
行

で

あ
る
。
こ
れ
も
現
在
の
三
鹸
堂
藏
書
に
は
な
い
が
、
南
城
は
實
際
に
こ
れ
を
見
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
⑦
太

田
錦
城
の
『
九
経
談
』
は
二
回
の
引
用
が
見
え
、
さ
ら
に
「
近
儒
」
と
し
て
も
う
一
回
の
引
用
が
確
認
で
き
る
。
錦
城
説
に
封
し
て

南
城
は
、
た
と
え
ば
周
南
「
免
宜
」
に
お
け
る
「
中
達
」
「
中
林
」
の
解
に
つ
い
て
、
「
能
く
中
達
中
林
の
喩
へ
を
解
す
れ
ど
も
、
而
れ
ど
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

猶
ほ
墨
子
を
以
て
謬
説
と
爲
す
は
、
何
ぞ
や
」
と
述
べ
、
そ
の
他
二
回
も
錦
城
説
を
批
判
し
て
い
る
。
『
九
経
談
』
は
三
飴
堂
藏
書
に
も
あ

る
。
邦
人
の
著
作
と
し
て
は
、
皆
川
漠
園
、
太
田
錦
城
以
外
に
は
、
伊
藤
東
涯
の
『
乗
燭
謹
』
の
名
が
見
え
る
が
、
引
用
は
一
回
だ
け
の
よ

う
で
あ
る
。

　
以
上
、
南
城
の
注
鐸
書
類
を
中
心
と
し
た
文
献
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
そ
の
他
『
三
百
篇
原
意
』
中
に
引
用
さ
れ
る
文
献
に
つ
い
て
見
て

み

る
と
、
き
わ
だ
っ
て
多
い
の
が
『
左
傳
』
で
あ
る
。
そ
れ
に
次
ぐ
の
が
『
説
文
』
や
『
爾
雅
』
で
あ
る
が
、
そ
の
回
敷
は
『
左
傳
』
の
方

が

は
る
か
に
多
い
。
南
城
は
『
毛
詩
』
の
考
誼
に
お
い
て
常
に
『
左
傳
』
を
参
照
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
口
　
毛
傳
、
鄭
箋
、
詩
集
傳
に
封
す
る
態
度

　
さ
て
、
注
鐸
の
中
身
に
つ
い
て
考
え
て
ゆ
か
ね
ぼ
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
毛
傳
、
鄭
箋
、
詩
集
傳
に
封
す
る
南
城
の
態
度
に
つ
い
て
だ

け
鰯
れ
て
お
き
た
い
。
自
序
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
毛
傳
難
短
簡
、
合
干
序
読
者
、
猶
多
。
鄭
箋
附
會
禮
文
、
穿
馨
居
多
、
不
解
得
其
十
一
1
l
o
朱
傳
舎
訓
詰
之
蕾
、
唯
新
之
謀
。
序
之
合

　
　
干
私
意
者
、
取
之
、
不
合
者
、
不
取
。
騨
然
自
放
　
。

　
　
（
毛
傳
は
短
簡
な
り
と
難
も
、
序
の
説
に
合
す
る
者
、
猶
ほ
多
し
。
鄭
箋
は
禮
の
文
を
附
會
し
、
穿
馨
居
多
、
其
の
十
の
1
二
を
解
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ぜ
ん

　
　
得

ず
。
朱
傳
は
訓
詰
の
奮
を
舎
て
、
唯
だ
新
の
謀
の
み
。
序
の
私
意
に
合
す
る
者
は
、
之
を
取
り
、
合
せ
ざ
る
者
は
、
取
ら
ず
。
騨
然
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ほ
し
い
ま
ま

　
　
と
し
て
自
ら
放
に
す
。
）

　
毛
傳

は
短
簡
で
は
あ
る
が
序
の
説
と
合
う
も
の
が
多
く
、
鄭
箋
は
禮
の
文
を
附
會
し
て
い
る
。
朱
子
は
新
し
さ
だ
け
を
考
え
て
、
序
は
私

意
に

よ
っ
て
取
っ
た
り
取
ら
な
か
っ
た
り
自
分
勝
手
な
や
り
方
を
し
て
い
る
、
と
言
う
。
こ
こ
で
は
鄭
箋
、
朱
子
に
比
し
て
毛
傳
の
債
値
を

認
め

て
い

る
。
だ
が
、
こ
の
後
で
は
「
後
人
毛
鄭
朱
の
解
に
從
ひ
て
、
以
て
序
の
文
を
観
て
、
謂
へ
ら
く
其
の
意
此
の
ご
と
き
に
過
ぎ
ず
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

是
れ

眼
、
意
に
随
ひ
て
移
り
、
白
を
以
て
黒
と
爲
す
。
何
ぞ
其
れ
冤
な
る
か
」
と
あ
り
、
毛
傳
も
鄭
朱
と
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
、
そ
れ
ら
よ

り
も
序
の
文
を
尊
重
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

三
　
『
毛
詩
』
解
稗
の
方
針

　
O
　
『
毛
詩
』
解
繹
の
方
針

　
『
毛
詩
』
解
鐸
に
つ
い
て
の
南
城
の
學
説
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
自
序
の
最
後
の
部
分
に
は
、

　
　
砥
今
所
以
爲
異
者
、
詩
篇
之
大
意
、
必
以
序
爲
断
、
而
章
句
訓
詰
、
取
諸
家
之
善
解
。
蓋
其
爲
説
也
、
與
序
合
而
離
、
離
而
合
。
亦
奉

　
　
孟
子
以
意
逆
志
之
教
耳
o

　
　
　
し

　
　
（
砥
今
異
を
爲
す
所
以
の
者
は
、
詩
篇
の
大
意
は
、
必
ず
序
を
以
て
断
を
爲
し
、
章
句
訓
詰
は
、
諸
家
の
善
解
を
取
る
。
蓋
し
其
の
説

　
　
を
爲
す
や
、
序
と
合
し
て
離
れ
、
離
れ
て
合
す
。
亦
孟
子
の
意
を
以
て
志
を
逆
ふ
の
教
を
奉
ず
る
の
み
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

と
あ
り
、
内
山
氏
は
「
『
三
百
篇
原
意
』
に
お
け
る
詩
解
稗
の
方
針
と
實
際
」
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
そ
の
「
方
針
」
と
は
、
詩
序

の

尊
重
、
序
と
合
し
て
離
れ
離
れ
て
合
す
る
い
わ
ゆ
る
「
離
合
の
解
」
、
F
意
を
以
て
志
を
逆
ふ
」
の
三
難
で
あ
る
こ
と
が
こ
こ
に
は
示
さ
れ

て
い

る
。
な
お
、
「
砥
」
と
は
南
城
の
名
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
以
下
に
、
こ
の
三
黙
に
つ
い
て
注
鐸
に
即
し
な
が
ら
南
城
の
考
え
を
見
て
ゆ
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き
た
い
。

　
口
　
詩
序
の
尊
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

　
自
序
で
南
城
は
、
「
序
の
文
古
奥
に
し
て
、
細
か
く
之
を
繹
す
れ
ば
、
詩
人
の
原
意
、
暦
暦
と
し
て
観
る
べ
し
」
と
述
べ
て
い
る
。
詩
人

の

原
意
が
詩
序
に

よ
っ
て
知
ら
れ
る
と
の
立
場
で
あ
る
。
こ
の
著
は
『
三
百
篇
原
意
』
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
南
城
は
片
山
兼
山
の
學
統

を
受
け
纏
ぐ
い
わ
ゆ
る
折
衷
派
に
属
す
る
が
、
南
城
が
詩
の
原
意
を
探
る
方
法
は
、
諸
家
の
良
い
貼
を
取
っ
て
い
こ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、

詩
序
の
記
述
を
細
か
く
吟
味
し
、
そ
こ
か
ら
詩
の
原
意
の
端
緒
を
引
き
出
す
よ
う
に
た
ず
ね
き
わ
め
る
こ
と
だ
と
分
か
る
。
で
は
、
詩
序
の

重
要
性
に
つ
い
て
、
南
城
は
注
鐸
の
中
で
は
ど
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
ゆ
う
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ

　
ま
ず
榔
風
「
雄
維
」
の
詩
を
見
て
み
よ
う
。
「
雄
維
」
は
四
章
構
成
で
、
初
章
は
「
雄
維
干
に
飛
ぶ
。
其
の
羽
を
泄
泄
す
。
我
の
懐
ひ
、

　
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
の
こ

自
ら
伊
の
阻
を
諮
せ
　
9
0
　
（
雄
維
干
飛
。
泄
泄
其
羽
。
我
之
懐
　
、
自
詰
伊
阻
）
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
序
は
「
雄
維
は
、
衛
の
宣
公
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

刺
る
な
り
。
淫
齪
に
し
て
國
事
を
皿
へ
ず
。
軍
旅
敷
ミ
起
こ
る
。
大
夫
久
し
く
役
し
、
男
女
怨
膿
す
。
國
人
之
を
患
へ
て
是
の
詩
を
作
る
」

で

あ
る
。
南
城
は
そ
の
注
繹
の
冒
頭
で
言
う
。

　
　
此
詩
人
代
婦
人
憂
丈
夫
之
久
役
、
而
一
言
不
及
宣
公
之
事
。
序
登
言
外
之
組
者
也
。
如
無
序
、
執
知
詩
人
之
志
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ん

　
　
（
此
れ
詩
人
、
婦
人
に
代
り
て
丈
夫
の
久
役
を
憂
ふ
れ
ど
も
、
而
れ
ど
も
一
言
も
宣
公
の
事
に
及
ば
ず
。
序
は
言
外
の
描
を
登
す
る
者

　
　
な
り
。
如
し
序
無
く
ん
ば
、
敦
か
詩
人
の
志
を
知
ら
ん
や
。
）

　
序
は
言
外
の
奥
深
い
も
の
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
。
も
し
序
が
な
け
れ
ば
詩
人
の
思
い
は
分
か
ら
な
い
と
言
う
。
確
か
に
こ
の
詩
に
は

ま
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
や
く
じ

「
展

な
り
君
子
、
實
に
我
が
心
を
螢
す
（
展
　
君
子
。
實
螢
我
心
）
」
「
百
爾
の
君
子
、
徳
行
を
知
ら
ず
（
百
爾
君
子
。
不
知
徳
行
）
」
な
ど
の

言
葉
は

あ
る
が
、
序
に
言
う
よ
う
な
「
久
役
」
の
こ
と
を
知
ら
せ
る
も
の
は
な
い
。
ま
し
て
宣
公
の
時
代
だ
と
も
分
か
ら
な
い
。
し
た
が
っ
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て
、
序
が
な
け
れ
ば
こ
の
詩
は
解
繹
の
幅
は
廣
が
り
、
ど
の
よ
う
に
も
解
鐸
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
南
城
が
言
う
の
は
そ
れ
と
は
反
封
の
こ

と
で
、
序
が
あ
る
か
ら
詩
の
背
後
に
あ
る
政
治
や
杜
會
の
状
況
が
分
か
り
、
さ
ら
に
詩
人
が
何
を
訴
え
た
か
っ
た
の
か
も
知
ら
れ
て
く
る
と

い

う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
ぼ
く
か

　
次
に
衛
風
「
木
瓜
」
を
見
て
み
よ
う
。
「
木
瓜
」
は
以
下
の
よ
う
な
三
章
構
成
の
詩
で
あ
る
。

　
　
投
我
以
木
瓜
o
報
之
以
瑳
据
。
匪
報
也
。
永
以
爲
好
也
。

　
　
投
我
以
木
桃
。
報
之
以
遁
落
。
匪
報
也
。
永
以
爲
好
也
。

　
　
投
我
以
木
李
。
報
之
以
壇
玖
。
匪
報
也
。
永
以
爲
好
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
う

　
序
は
「
木
瓜
は
、
齊
の
桓
公
を
美
む
る
な
り
。
衛
國
狭
人
の
敗
有
り
。
出
で
て
漕
に
庭
る
。
齊
の
桓
公
救
ひ
て
之
を
封
ず
。
之
に
車
馬
器

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

服
を
遺
る
。
衛
人
之
を
思
ひ
、
厚
く
之
に
報
い
ん
と
欲
し
て
、
是
の
詩
を
作
る
な
り
」
で
あ
る
。
南
城
は
注
鐸
の
冒
頭
に
言
う
。

　
　
此
篇
卒
々
讃
去
、
則
似
民
聞
贈
答
之
辞
。
然
詩
之
微
言
、
自
有
如
此
者
。
如
無
序
、
敦
知
其
意
乎
。

　
　
（
此
の
篇
卒
々
と
し
て
讃
去
す
れ
ば
、
則
ち
民
間
贈
答
の
欝
に
似
る
。
然
れ
ど
も
詩
の
微
言
、
自
ら
此
の
ご
と
き
者
有
り
。
如
し
序
無

　
　
く
ん
ば
、
執
か
其
の
意
を
知
ら
ん
や
。
）

　

こ
の
詩
は
、
た
と
え
ば
初
章
に
「
我
に
投
ず
る
に
木
瓜
を
以
て
す
。
之
に
報
ゆ
る
に
壇
据
を
以
て
す
。
報
ゆ
る
に
匪
ざ
る
な
り
。
永
く
以

て
好
み

と
爲
す
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
確
か
に
「
民
聞
贈
答
」
の
詩
と
し
て
請
め
る
。
詩
集
傳
が
「
男
女
相
贈
答
す
る
の
蔚
」
と
言
う
の

も
う
な
ず
け
る
。
し
か
し
、
南
城
は
「
詩
の
微
言
、
自
ら
此
の
ご
と
き
者
有
り
」
と
言
う
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
南
城
は

言
う
。

　
　
此
篇
大
意
、
如
果
投
玉
報
、
非
敢
當
報
徳
、
所
以
苔
望
外
之
厚
意
而
結
好
也
。
況
今
日
之
贈
、
大
出
干
望
外
者
乎
。
其
徳
實
無
可
報
答
、

　
　
唯
庶
幾
永
以
爲
好
耳
。
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（
此
の
篇
の
大
意
は
、
果
投
玉
報
の
ご
と
v
、
敢
て
當
に
徳
に
報
ゆ
べ
き
に
非
ず
、
望
外
の
厚
意
に
答
へ
て
好
を
結
ぶ
所
以
な
り
。
況

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ひ
ね
が

　
　
ん

や

今
日
の
贈
、
大
い
に
望
外
に
出
つ
る
者
を
や
。
其
の
徳
實
に
報
答
す
べ
き
無
く
、
唯
だ
永
く
以
て
好
を
爲
さ
ん
こ
と
を
庶
幾
ふ
の

　
　
み
。
）

　
つ

ま
り
南
城
の
解
繹
は
、
こ
の
詩
は
民
聞
贈
答
の
こ
と
が
詠
わ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
實
は
そ
の
表
現
を
借
り
て
「
望
外
の
厚
意
に
答
え

て
」
「
永
く
以
て
好
を
爲
さ
ん
」
と
す
る
氣
持
ち
を
表
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
民
聞
の
個
人
の
こ
と
で
は
な
く
、
歴
史
上
の
こ
と
を
背

景
に

し
た
も
の
だ
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
序
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
微
言
（
1
1
奥
深
い
言
葉
。
す
ぐ
に
は
分
か
ら
な
い
が
か

す
か
に

ほ
の
め
か
さ
れ
た
精
妙
な
言
）
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。

　
日
　
離
合
の
解

　
南
城

は
自
序
の
中
で
、
「
采
繁
」
と
「
小
星
」
を
例
と
し
て
「
凡
そ
此
等
の
庭
、
先
づ
詩
の
原
意
に
從
ひ
て
之
を
説
け
ば
、
則
ち
序
と
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

離

れ
、
説
の
局
を
結
ぶ
に
到
れ
ば
、
則
ち
又
序
と
相
合
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
「
小
星
」
に
つ
い
て
は
、
「
小
星
の
詩
の
ご
と
き
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

使
臣
、
途
中
の
歎
を
述
べ
て
、
序
、
之
を
假
る
に
夫
人
と
妾
と
命
に
貴
賎
有
る
を
説
く
を
以
て
す
」
と
言
う
。
こ
の
「
小
星
」
の
注
鐸
は
ど

の

よ
う
な
も
の
な
の
か
、
以
下
に
そ
の
實
際
を
見
て
み
よ
う
。
「
小
星
」
は
二
章
構
成
の
短
い
篇
で
あ
る
。

　
　
喧
彼
小
星
。
三
五
在
東
。
粛
粛
宵
征
。
夙
夜
在
公
。
官
疋
命
不
同
。

　
　
噂
彼
小
星
。
維
参
與
昴
。
粛
粛
宵
征
。
抱
金
與
禍
。
宴
命
不
猶
。

　

こ
の
序
は
「
小
星
は
、
恵
、
下
に
及
ぶ
な
り
。
夫
人
妬
忌
の
行
ひ
無
く
、
恵
、
賎
妾
に
及
ぶ
。
君
に
進
御
し
、
其
の
命
に
貴
賎
有
る
を
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

り
、
能
く
其
の
心
を
蓋
く
す
」
で
あ
る
。
南
城
は
そ
の
初
章
を
示
し
た
後
に
「
こ
の
篇
は
出
使
の
努
を
詠
う
こ
と
で
妾
脾
に
命
に
は
貴
賎
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

よ
っ
て
違
い
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
よ
う
と
し
た
も
の
の
よ
う
だ
」
と
言
う
。
出
使
の
螢
を
詠
っ
た
と
は
ど
の
よ
う
な
詩
な
の
か
、
次
の
よ
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う
に
言
う
。

　
　
喧
彼
小
星
、
三
五
在
東
、
是
初
昏
時
、
在
途
所
見
也
。
喧
、
毛
傳
微
見
。
蓋
讃
爲
炎
或
燗
。
初
昏
日
既
落
、
而
餓
暉
未
蓋
。
故
列
星
之

　
　
光
猶
微
o
其
以
爲
小
者
、
非
實
小
也
。
梢
及
入
夜
、
始
知
是
大
星
参
與
昴
　
。

　
　
（
暗
た
る
彼
の
小
星
、
三
五
東
に
在
り
と
は
、
是
れ
初
昏
の
時
、
途
に
在
り
て
見
る
所
な
り
。
喧
は
、
毛
傳
は
微
の
見
な
り
。
孟
し
請

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
き

　
　
ん
で
焚
或
い
は
燗
と
爲
す
。
初
昏
日
既
に
落
ち
て
、
饒
暉
未
だ
蓋
き
ず
。
故
に
列
星
の
光
猶
ほ
微
な
り
。
其
の
以
て
小
と
爲
す
は
、
實

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
　
　
ば
う

　
　
の
小
に
非
ざ
る
な
り
。
梢
く
夜
に
入
る
に
及
び
、
始
め
て
知
る
、
是
れ
大
星
参
と
昴
と
な
る
を
。
）

　
旅
の
途
中
の
よ
う
す
が
解
説
さ
れ
て
い
る
。
暮
れ
方
日
は
沈
ん
で
い
る
が
、
明
る
さ
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
列
星
の
光
は
ま
だ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
　
す
ば
る

す
か
で
あ
る
。
そ
れ
を
小
と
す
る
の
は
、
實
際
が
小
な
の
で
は
な
い
。
次
第
に
夜
に
な
っ
て
、
始
め
て
そ
れ
が
大
星
の
参
と
昴
で
あ
る
こ
と

を
知
る
、
と
言
う
。
南
城
は
二
つ
の
章
の
聞
に
時
聞
の
脛
過
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
績
け
て
言
う
。

　
　
言
從
昏
及
夜
、
戴
星
未
舎
、
粛
然
嚴
整
旅
装
而
行
。
出
使
之
螢
如
此
。
若
夫
朝
廷
列
位
大
臣
、
夙
興
夜
疾
。
勢
則
勢
　
。
然
猶
在
君
側
、

　
　
坐
而
謀
議
、
〔
解
夙
夜
在
公
〕
及
深
夜
則
安
媒
抱
会
。
〔
解
抱
会
與
禍
〕
是
比
我
出
使
之
勢
、
則
猶
爲
逸
　
。
然
其
逸
與
螢
、
皆
由
命
之

　
　
貴
賎
不
同
。
我
又
何
望
哉
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

　
　
（
言
ふ
こ
こ
ろ
は
昏
よ
り
夜
に
及
び
、
戴
星
未
だ
舎
ら
ず
、
粛
然
と
し
て
嚴
整
に
旅
装
し
て
行
く
、
出
使
の
螢
此
の
ご
と
し
。
夫
の
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い

　
　
廷
列
位
の
大
臣
の
ご
と
き
は
、
夙
に
興
き
夜
に
媒
ぬ
。
螢
は
則
ち
努
な
り
。
然
れ
ど
も
猶
ほ
君
の
側
に
在
り
、
坐
し
て
謀
議
し
、
〔
夙

　
　
夜
在
公
を
解
す
〕
深
夜
に
及
べ
ば
則
ち
安
ら
か
に
疾
ね
A
表
を
抱
く
。
〔
抱
会
與
禍
を
解
す
〕
是
れ
我
が
出
使
の
勢
に
比
す
れ
ば
、
則
ち

　
　
猶

ほ
逸
と
爲
す
。
然
れ
ど
も
其
の
逸
と
勢
と
、
皆
命
の
貴
賎
同
じ
か
ら
ざ
る
に
由
る
。
我
又
何
を
か
望
ま
ん
や
。
）

　
F
出
使
の
勢
」
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
夕
方
か
ら
夜
に
な
り
、
星
を
空
に
見
な
が
ら
泊
ま
る
こ
と
も
せ
ず
、
聞
違
い
の
な
い
よ
う
に
嚴
重

に
旅
装
を
整
え
て
進
ん
で
行
く
、
と
。
そ
れ
に
封
し
て
、
朝
廷
列
位
の
大
臣
は
早
く
起
き
夜
に
な
れ
ば
寝
る
。
仕
事
を
し
て
い
る
こ
と
に
は
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違
い

は
な
い
。
し
か
し
君
の
側
で
坐
っ
て
謀
議
し
、
深
夜
に
な
れ
ば
安
ら
か
に
寝
て
布
團
を
抱
く
。
こ
れ
は
我
が
出
使
の
勢
に
比
べ
る
と
、

や

は
り
逸
樂
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
逸
と
螢
と
は
、
み
な
命
の
貴
賎
が
違
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
自
分
も
こ
れ
以
上
何
を
望

ん
だ

り
し
よ
う
か
、
と
の
解
鐸
で
あ
る
。
試
み
に
、
こ
の
南
城
の
解
繹
に
よ
っ
て
「
小
星
」
を
現
代
語
課
し
て
み
よ
う
。

か

す
か
に
瞬
く
小
さ
な
星
が
、

三

つ
五

つ
と
東
の
空
に
見
え
て
い
る
。

お
そ
れ
か
し
こ
み
旅
装
を
嚴
重
に
し
て
進
む
、

大
臣
様
は
お
屋
敷
で
朝
廷
の
お
仕
事
。

身
分
が
違
え
ば
定
め
も
違
う
。

夜
の
遠
征
。
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か

す
か
に
瞬
く
小
さ
な
星
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ば
る

オ

リ
オ
ン
の
1
1
1
つ
星
と
昴
な
の
だ
っ
た
。

お
そ

れ
か

し
こ
み
獣
々
と
急
ぐ
、
夜
の
遠
征
。

大
臣
様
は
布
團
と
寝
聞
着
で
お
休
み
な
さ
る
。

身
分
が
違
え
ば
定
め
も
違
う
。

　
空
に

は

三
つ
五
つ
の

星

し
か
見
え
な
い
。
君
命
を
受
け
て
夜
に
出
か
け
る
。
冬
の
冷
え
切
っ
た
大
氣
の
中
で
か
す
か
に
瞬
く
星
は
、
彼
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

悲
哀
の
心
情
と
相
照
雁
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
星
は
二
章
で
は
参
と
昴
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
星
の
瞬
き
は



次
第
に

大

き
な
光
を
放
っ
て
い
る
。
と
は
言
っ
て
も
彼
の
悲
哀
は
愛
わ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
自
然
描
寓
に
は
悲
哀
以
外
の
何
か
が
感

じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
何
だ
ろ
う
と
考
え
て
も
う
ま
く
言
葉
に
表
せ
な
い
。
以
上
は
南
城
の
注
鐸
に
よ
る
「
小
星
」
の
鑑
賞
と
い
う
こ
と
に
な

る
が
、
味
わ
い
深
い
詩
で
あ
る
。
「
夙
夜
在
公
」
「
抱
金
與
禍
」
の
解
繹
は
別
に
し
て
、
こ
の
詩
を
臣
下
の
こ
と
と
解
繹
す
る
説
は
ほ
か
に
も

　
　
　
　
お
　

見
ら
れ
る
。

　
四
　
F
意
を
以
て
志
を
逆
ふ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
じ
ん
し

　
南
城
が
言
う
『
孟
子
』
の
「
意
を
以
て
志
を
逆
ふ
」
と
は
ど
の
よ
う
な
理
解
の
仕
方
な
の
だ
ろ
う
か
。
小
雅
「
何
人
斯
」
の
詩
を
見
て
み

よ
う
。
こ
れ
は
「
彼
何
人
ぞ
」
で
始
ま
る
八
章
構
成
の
詩
で
あ
る
。
そ
の
第
四
章
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
南
城
の
注
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
彼
何
人
斯
、
其
爲
瓢
風
。
胡
不
自
北
、
胡
不
自
南
。
胡
逝
我
梁
、
祇
撹
我
心
。

　
　
此
章
以
其
候
忽
來
去
喩
瓢
風
。
然
其
實
來
去
亦
喩
言
耳
。
逝
梁
逝
陳
入
門
、
及
聞
聲
不
見
身
。
亦
皆
未
必
有
其
實
、
只
是
喩
言
其
侵
掠

　
　
如
盗
窺
也
。
讃
者
以
意
逆
志
可
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
う
ふ
う
　
　
　
　
　
な
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
な
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
み
だ

　
　
（
彼
何
人
ぞ
、
其
れ
瓢
風
た
り
。
胡
ぞ
北
よ
り
せ
ざ
る
、
胡
ぞ
南
よ
り
せ
ざ
る
。
胡
ぞ
我
梁
に
逝
く
、
祇
に
我
が
心
を
撹
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゆ
く
こ
つ

　
　
此
の

章
其
の

條

忽
來
去
を

以
て
瓢
風
に

喩

ふ
o
然
れ
ど
も
其
の
實
來
去
も
亦
喩
言
の
み
。
梁
に
逝
き
陳
に
逝
き
門
に
入
り
、
聲
を
聞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
う
せ
つ

　
　
く
に
及
べ
ど
身
を
見
ず
。
亦
皆
未
だ
必
ず
し
も
其
の
實
有
ら
ず
、
ロ
ハ
是
れ
喩
へ
て
其
の
侵
掠
す
る
こ
と
盗
繕
の
ご
と
き
を
言
ふ
な
り
。

　
　
讃
者
意
を
以
て
志
を
逆
へ
て
可
な
り
。
）

　
南
城
は
言
う
。
詩
で
は
、
「
彼
」
が
來
た
か
と
思
え
ば
す
ぐ
に
去
っ
て
行
く
様
子
を
つ
む
じ
風
に
喩
え
て
い
る
が
、
そ
の
「
來
去
」
の
様

子
も
ま
た
喩
言
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
「
梁
に
逝
き
門
に
入
り
」
な
ど
の
描
篶
も
必
ず
し
も
實
際
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
喩
え
と
し
て
「
彼
」

の

侵
略
す
る
様
子
が
盗
み
の
よ
う
で
あ
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
請
者
は
、
詩
人
が
何
を
述
べ
た
い
の
か
を
考
え
る
の
が
大
事
で
詩
の
言
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か
じ
ん
し

葉

を
そ
の
ま
ま
受
け
取
ら
な
く
て
も
よ
い
の
だ
、
と
。
こ
の
詩
の
序
は
「
何
人
斯
は
、
蘇
公
、
暴
公
を
刺
る
な
り
。
暴
公
、

　
　
　
し
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

蘇
公

を
讃
す
。
故
に
蘇
公
是
の
詩
を
作
り
、
以
て
之
を
紹
つ
」
で
あ
る
。
南
城
は
「
彼
」
を
暴
公
と
捉
え
る
の
で
あ
る
。

卿
士
と
爲
り
て
、

四
　
詩
人
の
創
意

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
南
城
は
詩
序
を
尊
重
し
つ
つ
も
そ
の
解
鐸
に
お
い
て
は
詩
序
か
ら
離
れ
て
詩
人
の
原
意
を
さ
ぐ
ろ
う
と
し

て
い

る
。
『
毛
詩
』
の
詩
は
、
表
現
さ
れ
た
そ
の
言
葉
ど
お
り
の
意
味
内
容
を
表
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
＝
讃
し
た
だ
け
で
は
詩
人
が

訴

え
よ
う
と
し
た
元
々
の
こ
と
は
分
か
り
に
く
い
o
だ
が
、
詩
人
の
原
意
を
つ
か
む
手
掛
か
り
は
序
に
あ
る
と
南
城
は
考
え
て
い
る
。
で
は
、

な
ぜ
詩
人
は
原
意
、
す
な
わ
ち
元
々
自
分
が
持
っ
て
い
た
⊥
土
題
を
そ
の
と
お
り
に
述
べ
な
か
っ
た
の
か
o
實
際
に
表
現
さ
れ
た
詩
と
原
意
と

の

聞
に

あ
る
差
異
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
南
城
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
、
以
下
に
南
城
の
注
鐸

を
見
て
ゆ
き
た
い
。
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①

虚
設
の
餅

　
　
　
　
し
や
か
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
さ
び
　
　
　
　
　
れ
ん

　
小
雅
「
車
撃
」
は
五
章
か
ら
成
る
。
第
一
章
は
「
聞
關
と
し
て
車
の
牽
さ
す
、
愛
た
る
季
女
を
思
ひ
て
逝
く
」
で
始
ま
り
、
第
五
章
の
最

　
　
　
　
な
ん
ぢ
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ

後
は
「
爾
の
新
昏
を
観
て
、
以
て
我
が
心
を
慰
せ
ん
」
で
終
わ
る
。
賢
女
を
求
め
、
最
後
は
賢
女
を
得
た
喜
び
が
詠
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
序
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
車
牽
。
大
夫
刺
幽
王
也
。
褒
似
嫉
妬
、
無
道
拉
進
、
讃
巧
敗
國
、
徳
澤
不
加
於
民
。
周
人
思
得
賢
女
以
配
君
子
。
故
作
是
詩
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
う
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ざ
ん
か
う

　
　
（
車
皇
は
、
大
夫
、
幽
王
を
刺
る
な
り
。
褒
似
嫉
妬
し
、
無
道
拉
び
進
み
、
議
巧
國
を
敗
り
、
徳
澤
民
に
加
は
ら
ず
。
周
人
、
賢
女
を



　
　
得
て
以
て

君
子
に

配
せ
ん

こ
と
を
思
ふ
。
故
に
是
の
詩
を
作
る
な
り
。
）

　
南
城
は
注
繹
の
最
後
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
此
篇
専
述
迎
賢
女
之
事
、
皆
虐
設
之
僻
也
。
奮
以
高
岡
柞
薪
之
章
、
附
會
序
所
謂
褒
似
嫉
妬
無
道
拉
進
、
以
説
之
o
然
今
詳
序
意
、
周

　
　
人
思
得
賢
女
以
配
君
子
。
故
作
是
詩
也
。
是
所
以
叙
詩
人
之
原
意
也
。
其
他
文
唯
述
刺
王
之
義
、
不
可
附
會
之
干
詩
句
也
。

　
　
（
此
の
篇
專
ら
賢
女
を
迎
ふ
る
の
事
を
述
ぶ
る
は
、
皆
虐
設
の
辞
な
り
。
奮
、
高
岡
柞
薪
の
章
を
以
て
、
序
の
所
謂
褒
似
嫉
妬
し
無
道

　
　
拉
び

進
む

に

附
會
し
、
以
て
之
を
説
く
。
然
れ
ど
も
今
序
の
意
を
詳
か
に
す
る
に
、
周
人
、
賢
女
を
得
て
以
て
君
子
に
配
せ
ん
こ
と
を

　
　
思

ふ
。
故
に
是
の
詩
を
作
れ
る
な
り
。
是
れ
詩
人
の
原
意
を
叙
ぶ
る
所
以
な
り
。
其
の
他
の
文
は
唯
だ
王
を
刺
る
の
義
を
述
ぶ
る
の
み

　
　
に

し
て
、
之
を
詩
句
に
附
會
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
）

　

こ
の
篇
で
賢
女
を
迎
え
る
事
を
述
べ
て
い
る
の
は
、
皆
虚
設
の
誹
（
‖
表
現
上
假
に
述
べ
た
、
事
實
で
は
な
い
詩
句
）
で
あ
る
と
い
う
南

城
の
主
張
で
あ
る
。
序
は
、
文
の
す
べ
て
を
詩
句
に
結
び
つ
け
る
必
要
は
な
く
、
F
周
人
、
賢
女
を
得
て
以
て
君
子
に
配
せ
ん
こ
と
を
思
ふ
」

を
詩
人
の
原
意
と
し
て
汲
み
取
れ
ば
よ
い
と
す
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
實
は
既
に
『
詩
経
世
本
古
義
』
に
も
首
章
の
あ
と
の
注
で
次
の
よ
う

に

述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
言
所
以
設
此
聞

關
車
之
牽
者
、
爲
思
慕
彼
少
女
之
故
。
欲
以
車
往
迎
之
、
使
代
褒
似
爲
后
也
。
此
虚
擬
之
欝
。
日
思
婁
、
則
非
有
其
人

　
　
可
知
。

　
　
（
言
ふ
こ
こ
ろ
は
此
の
聞
關
車
の
牽
を
設
く
る
所
以
の
者
は
、
彼
の
少
女
を
思
慕
す
る
が
爲
の
故
な
り
。
車
を
以
て
之
を
往
迎
せ
ん
と

　
　
欲

す
る
は
、
褒
似
に
代
り
て
后
と
爲
さ
し
む
る
な
り
。
此
れ
虚
擬
の
群
な
り
。
思
婁
と
日
ふ
は
、
則
ち
其
の
人
有
る
に
非
ざ
る
こ
と
知

　
　
る
べ
し
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ガ
　

　

こ
こ
で
の
「
虚
擬
の
欝
」
は
、
南
城
が
言
う
「
虚
設
の
辞
」
と
同
じ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
南
城
は
當
然
こ
の
説
を
讃
ん
で
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い

た

で

あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
南
城
は
『
詩
経
世
本
古
義
』

も
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

か

ら
諸
説
の
参
照
に
と
ど
ま
ら
ず
、
『
毛
詩
』
理
解
の
方
法
に
つ
い
て

　
②
　
趣
向

　
　
　
　
じ
や
く
そ
う

　
召
南
「
鵠
巣
」
は
、
鳩
が
か
さ
さ
ぎ
の
巣
に
棲
む
こ
と
が
詠
わ
れ
て
い
る
詩
で
あ
る
。
南
城
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
鳩
奪
鵠
巣
居
之
。
然
詩
人
之
意
、
乃
比
夫
人
居
君
子
室
。
則
如
鳩
鵠
同
居
然
。
〔
略
〕
蓋
専
取
鵠
性
巧
鳩
性
拙
爲
喩
耳
。
鶉
之
奔
奔
、

　
　
鵠
之
彊
彊
、
腰
腰
草
轟
、
趨
趨
阜
姦
之
類
、
田
共
種
相
感
。
未
必
有
其
實
。
而
詩
人
之
趣
向
如
此
。
於
此
篇
又
何
容
疑
。

　
　
　
　
じ
や
く
さ
う

　
　
（
鳩
鵠
巣
を
奪
ひ
之
に
居
る
。
然
れ
ど
も
詩
人
の
意
は
、
乃
ち
夫
人
君
子
の
室
に
居
る
に
比
す
。
則
ち
鳩
鵠
同
居
す
る
が
ご
と
く
然
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ん
ぽ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
き
や
う
き
や
う
　
　
　
　
　
え
う
え
う

　
　
〔
略
〕
蓋
し
専
ら
鵠
性
の
巧
み
な
る
こ
と
鳩
性
の
拙
き
こ
と
を
取
り
喩
へ
と
爲
す
の
み
。
鶉
の
奔
奔
た
る
、
鵠
の
彊
彊
た
る
、
嘆
腰

　
　
　
　
　
　
　
　
て
き
て
き
　
　
　
ふ
し
う

　
　
た

る
草
轟
、
趨
趨
た
る
阜
姦
の
類
、
異
種
相
感
ず
。
未
だ
必
ず
し
も
其
の
實
有
ら
ず
。
而
し
て
詩
人
の
趣
向
此
の
ご
と
し
O
此
の
篇
に

　
　
於
て
又
何
ぞ
疑
ひ
を
容
れ
ん
や
。
）

　
鳩
が

鵠
の
巣
を
奪
っ
て
そ
こ
に
い
る
と
い
う
の
は
、
現
實
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
鳩
鵠
同
居
す
る
よ
う
に
夫
人
が
君
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ゆ
ん
し
ほ
ん
ぽ
ん

の

室
に

居

る
こ
と
に
喩
え
て
い
る
詩
人
の
趣
向
で
あ
る
、
と
言
う
。
「
鶉
之
奔
奔
、
鵠
之
彊
彊
」
は
鄭
風
「
鶉
之
奔
奔
」
、
「
腰
嘆
草
姦
、
趨

趨
阜
姦
」
は
召
南
「
草
轟
」
に
そ
れ
ぞ
れ
見
え
る
。
両
方
と
も
必
ず
し
も
現
實
を
詠
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
詩
に
興
趣
を
も
た
ら
す
た
め
の

詩
人
の
工
夫
だ
と
い
う
の
が
南
城
の
考
え
で
あ
る
。

③
　
假
託

　
　
　
た
く
け
い

鄭
風

「樺
号
」

は
次
の
よ
う
な
二
章
だ
け
の
短
い
詩
で
あ
る
。
風
が
吹
い
て
枯
れ
葉
が
落
ち
る
と
い
う
描
窺
か
ら
始
ま
る
。
序
は
「
葎
号
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こ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
、
忽
を
刺
る
な
り
。
君
弱
く
臣
強
し
。
侶
へ
て
和
せ
ざ
る
な
り
」
で
あ
る
。

　
　
葎
今
葎
今
。
風
其
吹
女
。
叔
今
伯
今
。
侶
豫
和
女
。

　
　
捧
今
葎
今
。
風
其
漂
女
。
叔
今
伯
今
。
侶
豫
要
女
。

　
南
城
の
注
は
以
下
の
も
の
だ
け
で
、
『
三
百
篇
原
意
』
の
中
で
も
最
も
短
い
。

　
　
是
又
假
託
男
女
之
事
、
以
述
其
誠
意
者
也
。
風
吹
木
葎
、
必
墜
落
。
叔
伯
誘
己
、
必
雁
諾
。
以
喩
君
弱
而
一
唯
強
臣
之
聴
也
o

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
く
た
く

　
　
（
是
又
男
女
の
事
に
假
託
し
て
、
以
て
其
の
認
意
を
述
ぶ
る
者
な
り
。
風
木
葎
を
吹
け
ば
、
必
ず
墜
落
す
。
叔
伯
己
を
誘
へ
ば
、
必
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
が

　
　
雁
諾
す
。
以
て
君
弱
く
し
て
一
に
唯
だ
強
臣
に
の
み
之
れ
聴
ふ
に
喩
ふ
る
な
り
。
）

　
こ
の
詩
で
詠
わ
れ
て
い
る
の
は
確
か
に
男
女
の
事
で
、
叔
で
も
伯
で
も
誘
う
者
に
は
從
う
と
い
う
の
は
詩
集
傳
が
言
う
よ
う
に
コ
荏
女
」

で

あ
る
。
も
し
こ
れ
が
南
城
の
言
う
よ
う
に
假
託
だ
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
確
か
に
調
意
の
た
め
の
假
託
で
あ
り
、
痛
烈
な
あ
て
こ
す
り
の

技
法
で
あ
る
。

　
以
上
見
て

き
た
こ
と
を
整
理
し
て
み
た
い
。
「
虐
設
」
と
は
、
詩
の
原
意
に
そ
っ
て
述
べ
ら
れ
た
虚
構
で
あ
る
。
「
趣
向
」
と
は
、
詩
に
興

趣

を
も
た
せ
る
た
め
に
同
種
の
事
柄
を
喩
え
と
し
て
使
っ
た
工
夫
で
あ
る
。
「
假
託
」
と
は
、
他
の
こ
と
に
か
こ
つ
け
て
批
到
の
意
圖
を
ほ

の
め

か

す
技
法
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
詩
人
が
そ
の
原
意
を
詩
と
し
て
表
す
場
合
に
は
、
い
く
つ
か
の
表
現
技
巧
に
よ
っ
て
そ
の
詩
句
を
考
え

て
い

る
こ
と
を
南
城
は
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
表
現
さ
れ
た
作
品
と
詩
人
の
原
意
と
の
閲
に
は
、
詩
の
制
作
に
あ

た
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
凝
ら
し
た
意
匠
、
す
な
わ
ち
詩
人
の
創
意
が
あ
る
の
だ
と
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。
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五
　
詩
の
意
義

　
『
毛
詩
』
は
ど
の
よ
う
に
役
に
立
つ
の
か
o
詩
の
持
つ
意
義
は
何
な
の
か
o
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
南
城
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ん
い
ん

い

る
だ
ろ
う
か
。
小
雅
「
六
月
」
の
詩
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
詩
は
「
周
の
宣
王
が
ヂ
吉
甫
に
命
じ
て
撮
枕
を
卒
定
し
て
周
室
を
安
泰
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　

し
め
た
こ
と
を
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
」
。
こ
の
篇
の
序
は
長
く
、
r
六
月
は
、
宣
王
北
伐
す
る
な
り
。
鹿
鳴
廣
す
れ
ば
則
ち
和
樂
訣
く
」
以
下
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

F小
雅
蓋
く
屡
せ
ば
則
ち
四
夷
交
ミ
侵
し
て
、
中
國
微
な
り
」
ま
で
績
い
て
い
る
。
そ
の
主
旨
は
、
鹿
鳴
で
は
和
樂
、
四
牡
で
は
君
臣
、
と

い

っ

た
具
合
に
そ
れ
ぞ
れ
の
篇
で
は
そ
の
篇
ご
と
の
テ
ー
マ
が
あ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
學
ぶ
た
め
に
こ
れ
ら
の
篇
は
有
用
な

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
南
城
は
、
初
章
を
示
し
た
あ
と
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
此
詩
序
述
詩
道
之
不
可
訣
。
自
鹿
鳴
至
圭
円
脊
者
義
、
凡
二
十
二
詩
。
然
後
緩
之
日
、
小
雅
蓋
屡
則
四
夷
交
侵
、
中
國
微
　
。
然
則
詩
道

　
　
之
管
國
政
、
不
須
言
。
孔
子
日
、
詩
三
百
一
言
以
蔽
之
、
日
思
無
邪
。
言
誠
意
正
心
在
干
此
也
。
故
究
詩
之
奥
、
則
聖
人
之
道
、
不
他

　
　
求
。

　
　
（
此
の
詩
の
序
は
詩
道
の
訣
く
べ
か
ら
ざ
る
を
述
ぶ
。
鹿
鳴
よ
り
蓄
蓄
者
義
に
至
る
ま
で
、
凡
そ
二
十
二
詩
な
り
。
然
る
後
之
に
纏
ぎ

　
　
て

日
く
、
小
雅
蓋
く
廃
せ
ば
則
ち
四
夷
交
ミ
侵
し
て
、
中
國
微
な
り
と
。
然
ら
ば
則
ち
詩
道
の
國
政
を
管
す
る
、
言
を
須
た
ず
。
孔
子

　
　
日
く
、
詩
三
百
一
言
以
て
之
を
蔽
へ
ば
、
曰
く
思
邪
無
し
と
。
誠
意
正
心
此
に
在
る
を
言
ふ
な
り
。
故
に
詩
の
奥
を
究
む
れ
ば
、
則
ち

　
　
聖
人
の
道
、
他
に
は
求
め
ず
。
）

　
詩
の
持
つ
意
義
を
説
く
に
つ
い
て
も
、
南
城
の
主
張
の
握
り
所
は
序
で
あ
る
。
こ
の
詩
の
序
に
「
小
雅
は
す
べ
て
捨
て
去
る
な
ら
ば
四
夷

は
代
わ
る
代
わ
る
侵
掠
し
、
中
國
は
わ
ず
か
な
領
土
に
な
る
」
と
あ
る
の
を
手
掛
か
り
に
し
て
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
詩
道
が
國
政
を
つ
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か

さ
ど
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
さ
ら
に
孔
子
の
「
思
邪
無
し
」
の
言
葉
が
引
か
れ
て
い
る
。
詩
の
奥
を
極
め
る
こ
と
が
聖
人
の
道
を
學
ぶ
こ

と
だ
と
最
後
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
詩
道
と
は
誠
意
正
心
を
學
ぶ
こ
と
で
あ
る
と
い
う
主
張
も
く
み
取
れ
る
。
高
田
眞
治
氏
は

F六
月
の
詩
は
、
王
者
が
正
々
の
陣
を
以
て
戎
秋
を
伐
ち
擁
っ
て
、
遠
く
邊
地
に
斥
け
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
將
帥
は
文
武
の
徳

を
兼
備
し
、
孝
友
の
人
柄
の
人
物
に
し
て
、
始
め
て
、
中
國
を
安
ん
じ
、
戎
秋
を
服
せ
し
め
る
こ
と
の
で
き
る
こ
と
を
現
わ
し
て
い
る
。
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

道
の

思
想
に

基

く
も
の
で
あ
る
」
と
言
う
。
誠
意
正
心
を
學
ん
で
そ
れ
を
政
治
に
生
か
す
こ
と
は
王
道
の
思
想
で
あ
る
。

六
　
結
語

　
以
上
見
て

き
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
本
稿
の
結
論
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

　
南
城

は
そ
の
『
三
百
篇
原
意
』
に
お
い
て
、
何
楷
の
『
詩
経
世
本
古
義
』
を
最
も
多
く
引
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
引
用
は
少
な
い
も
の
の

皆
川
漠
園
の
『
詩
経
繹
解
』
も
よ
く
参
照
さ
れ
て
い
る
。
南
城
は
何
楷
の
説
を
参
照
す
る
だ
け
で
な
く
、
『
詩
脛
世
本
古
義
』
に
盛
り
込
ま

れ

て
い

る
『
毛
詩
』
に
關
す
る
豊
富
な
記
事
・
學
説
を
自
己
の
學
説
形
成
に
大
い
に
生
か
し
て
い
る
。
南
城
の
『
毛
詩
』
解
鐸
に
つ
い
て
は
、

詩
序
の
尊
重
、
離
合
の
解
、
意
を
以
て
志
を
逆
ふ
、
の
三
鮎
が
そ
の
特
徴
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
南
城
は
、
序
に
は
微
言
が
あ
り
、
序
は
詩

の

原
意
を
知
る
た
め
に
揺
る
ぎ
な
い
債
値
を
持
つ
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
だ
が
詩
篇
の
解
繹
に
あ
た
っ
て
は
、
南
城
は
序
か
ら
離
れ
て
詩

人
の
創
意
を
考
察
し
、
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
創
意
は
「
虚
設
の
欝
」
「
趣
向
」
「
假
託
」
な
ど
の
表
現
を
使
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

南
城
は
、
序
は
詩
道
の
訣
く
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
し
て
『
毛
詩
』
の
持
つ
意
義
を
説
明
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
王
道
の
思
想

に

通

じ
る
考
え
方
で
あ
る
。
以
上
の
鮎
か
ら
、
『
三
百
篇
原
意
』
は
濁
自
の
特
色
を
備
え
た
注
鐸
書
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
本
稿
は
『
三
百
篇
原
意
』
の
全
膿
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
も
の
で
あ
る
が
、
注
鐸
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
詩
人
の
創
意
に
つ
い
て
の
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考
察
が
中
心
と
な
り
、
そ
の
他
た
と
え
ば
詩
句
に
關
す
る
南
城
の
考
謹
な
ど
に
つ
い
て
は
鰯
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
論
じ
足
り
な
い
部
分
は
多

V
あ
る
が
、
今
後
は
こ
の
研
究
を
土
曇
と
し
て
テ
ー
マ
を
小
さ
く
狭
め
て
考
察
を
行
っ
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

注（
1
）
　
『
詩
経
研
究
』
（
日
本
詩
経
學
會
・
第
八
號
・
一
九
八
三
年
）
所
牧
の
こ
の
論
考
で
は
、
『
三
百
篇
原
意
』
が
、
南
城
四
十
九
歳
の
時
の
完
稿
で
あ
る

　
　
こ
と
、
新
潟
縣
立
圖
書
館
所
藏
で
原
稿
本
と
浄
書
本
が
あ
る
こ
と
、
「
第
一
冊
は
、
序
、
（
國
風
）
周
南
、
召
南
」
と
い
っ
た
各
巻
の
内
容
な
ど
が
最

　
　
初
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）
　
新
潟
縣
立
圖
書
館
の
郷
土
文
庫
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
「
藍
澤
南
城
文
庫
」
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
『
三
百
篇
原
意
』
も
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
な
お
、
本
稿
で
は
浮
書
本
を
使
用
し
た
。

（
3
）
　
柏
崎
市
立
圖
書
館
『
新
潟
縣
指
定
有
形
文
化
財
指
定
記
念
　
藍
澤
南
城
展
解
説
目
s
s
』
　
（
1
九
九
八
年
）
に
よ
る
。

（
4
）
　
『
詩
経
世
本
古
義
』
は
そ
の
次
第
が
特
異
で
、
著
者
濁
自
の
部
立
て
に
よ
っ
て
各
篇
が
配
列
さ
れ
て
い
る
書
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
柏
崎
市
立
圓
書

　
　
館
の
『
詩
経
世
本
古
義
』
を
見
て
み
る
と
、
こ
の
本
は
特
殊
な
本
で
あ
る
。
中
に
「
詩
経
世
本
古
義
篇
次
」
と
し
て
角
部
か
ら
始
ま
る
本
來
の
『
詩

　
　
経
世
本
古
義
』
の
篇
次
を
示
し
て
は
い
る
が
、
實
際
の
詩
篇
の
配
列
は
國
風
か
ら
始
っ
て
葛
寧
、
巻
耳
と
績
き
、
商
頒
の
般
武
で
絡
わ
っ
て
い
る
。

　
　
つ
ま
り
、
『
詩
経
世
本
古
義
』
の
配
列
を
通
常
の
『
詩
経
』
の
配
列
に
直
し
て
使
い
易
く
し
た
本
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
、
本
文
は
句
讃
が
切
ら
れ
、

　
　
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
傍
鮎
が
附
さ
れ
た
と
こ
ろ
も
、
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
書
き
入
れ
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。

（
5
）
　
安
井
小
太
郎
述
『
経
學
門
径
』
（
松
雲
堂
書
店
、
1
九
七
1
年
）
三
一
頁
。

（
6
）
　
い
わ
ゆ
る
孫
引
き
で
あ
る
。
今
日
の
論
文
執
筆
の
常
識
と
は
異
な
り
、
當
時
は
こ
う
し
た
引
用
の
仕
方
は
氣
輕
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
感
じ
ら

　
　
れ
る
。

（
7
）
　
照
合
に
用
い
た
の
は
、
『
詩
経
世
本
古
義
』
十
六
巷
（
崇
頑
十
四
年
刊
本
の
光
緒
十
九
年
石
印
重
刊
本
、
全
十
六
冊
、
筆
者
藏
）
で
あ
る
。

（
o
o
）
　
安
井
小
太
郎
前
掲
書
、
二
九
頁
。

（
9
）
　
照
合
に
用
い
た
の
は
、
『
毛
詩
原
鮮
』
1
i
l
十
－
（
m
p
　
（
光
緒
十
七
年
三
飴
艸
堂
藏
板
、
全
六
冊
。
東
京
都
立
中
央
圓
書
館
藏
）
で
あ
る
。

（
1
）
　
日
本
詩
経
學
會
『
詩
纏
研
究
』
（
第
二
十
三
號
・
一
九
九
九
年
）
「
赫
敬
の
詩
序
論
－
朱
子
批
判
と
孔
孟
尊
重
ー
」
参
照
。

（
1
）
　
安
井
小
太
郎
前
掲
書
、
二
八
頁
。
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（
1
2
）
　
陸
佃
な
い
し
埠
雅
と
し
て
の
引
用
は
十
五
箇
所
で
、
そ
の
う
ち
『
詩
経
世
本
古
義
』
に
も
見
え
る
も
の
は
九
箇
所
で
、
そ
れ
以
外
は
こ
の
書
の
該

　
　
當
箇
所
に
は
見
え
な
い
。

（
1
3
）
　
照
合
に
用
い
た
の
は
、
皆
川
　
伯
撰
『
詩
経
繹
解
』
十
五
継
（
文
化
九
年
、
柏
崎
圓
書
館
藏
、
全
十
五
冊
）
、
拉
び
に
筆
者
藏
の
皆
川
　
撰
『
詩
経

　
　
繹
解
』
十
五
巻
（
登
行
年
の
記
載
は
な
い
）
で
あ
る
。

（
1
）
　
r
能
解
中
蓬
中
林
之
喩
、
而
猶
以
墨
子
爲
謬
説
、
何
也
」

（
1
）
　
r
後
人
從
毛
鄭
朱
之
解
、
以
観
序
文
、
謂
其
意
不
過
如
此
o
是
眼
随
意
移
、
以
白
爲
黒
。
何
其
冤
乎
」

（
1
）
　
内
山
氏
前
掲
論
文
、
六
頁
。

（
1
7
）
　
F
序
文
古
奥
、
細
繹
之
、
詩
人
之
原
意
、
歴
歴
可
観
焉
」

（Ei9
）　
F
雄
維
、
刺
衛
宣
公
也
。
淫
観
不
9
國
事
。
軍
旅
藪
起
。
大
夫
久
役
、
男
女
怨
暖
。
國
人
患
之
而
作
是
詩
」

（
1
9
）
　
F
木
瓜
、
美
齊
桓
公
也
。
衛
國
有
狭
人
之
敗
。
出
庭
干
漕
。
齊
桓
公
救
而
封
之
。
遺
之
車
馬
器
服
焉
。
衛
人
思
之
、
欲
厚
報
之
、
而
作
是
詩
也
」

（
0
2
）
　
F
凡
此
等
庭
、
先
從
詩
之
原
意
説
之
、
則
與
序
相
離
、
説
到
結
局
、
則
又
與
序
相
合
」

（ES）　
F
如
小
星
詩
、
遮
使
臣
途
中
之
歎
、
而
序
假
之
以
説
夫
人
與
妾
命
有
貴
賎
」

（
2
）
　
F
小
星
、
恵
及
下
也
。
夫
人
無
妬
忌
之
行
、
恵
及
賎
妾
。
進
御
於
君
、
知
其
命
有
貴
賎
、
能
蓋
其
心
　
」

（
2
）
　
F
此
篇
似
賦
出
使
之
螢
使
妾
埠
知
命
有
貴
賎
不
同
者
」

（
2
）
　
村
山
吉
廣
氏
「
召
南
『
小
星
』
小
解
」
　
（
日
本
詩
経
學
會
『
詩
経
研
究
』
第
三
六
號
・
二
〇
一
四
年
）
に
も
、
「
明
る
い
月
が
取
合
さ
れ
て
な
く
、

　
　
見
上
げ
る
天
の
果
て
に
小
さ
な
星
の
か
け
ら
が
頼
り
な
げ
に
光
を
放
っ
て
い
る
の
は
作
者
の
心
の
悲
哀
の
た
め
で
あ
る
」
と
あ
る
（
三
三
頁
）
。

（
2
5
）
　
た
と
え
ば
挑
際
恒
の
『
詩
経
通
論
』
巷
1
1
L
J
　
r
此
篇
章
俊
卿
以
爲
小
臣
行
役
之
作
、
是
也
。
今
推
廣
其
音
三
ロ
之
」
と
あ
る
。
こ
の
説
に
つ
い
て
は
、

　
　
村
山
吉
廣
氏
前
掲
論
文
、
「
召
南
『
小
星
』
小
解
」
に
詳
し
い
o
な
お
、
王
静
芝
著
『
詩
経
通
繹
』
も
「
此
行
役
之
人
、
自
昧
其
努
苦
而
無
怨
之
詩
」
、

　
　
陳
子
展
撰
逃
『
詩
経
直
解
』
も
F
今
按
、
小
星
、
當
是
小
臣
行
役
自
傷
努
苦
之
詩
」
と
し
て
い
る
。

（
2
）
　
F
何
人
斯
、
蘇
公
刺
暴
公
也
。
暴
公
爲
卿
士
而
譜
蘇
公
焉
。
故
蘇
公
作
是
詩
、
以
紹
之
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
し
よ
う
き
よ
う

（
2
7
）
　
南
城
の
見
解
は
ま
た
、
清
の
胡
承
瑛
の
解
鐸
と
同
じ
で
あ
る
。
胡
承
瑛
は
「
序
云
、
周
人
思
得
賢
女
以
配
君
子
。
首
章
即
云
、
思
婁
季
女
逝
号
。

　
　
是
全
篇
皆
虚
擬
之
詞
、
拉
無
其
人
其
事
。
（
「
序
に
云
ふ
、
周
人
賢
女
を
得
て
以
て
君
子
に
配
せ
ん
こ
と
を
思
ふ
と
。
首
章
に
即
ち
云
ふ
、
婁
た
る
季

　
　
女
を
思
ひ
て
逝
く
と
。
是
れ
全
篇
皆
虚
擬
の
詞
に
し
て
、
拉
び
に
其
の
人
其
の
事
無
し
。
）
」
と
言
う
（
『
毛
詩
後
箋
』
巻
1
1
十
1
）
o
胡
承
瑛
の
説
は

　
　
高
田
眞
治
『
詩
経
』
下
（
集
英
杜
、
漢
詩
大
系
2
、
一
九
六
八
年
）
、
二
七
〇
頁
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
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「
葎
今
、
刺
忽
也
。
君
弱
臣
強
。
不
侶
而
和
也
」

高
田
氏
、
前
掲
書
下
八
四
頁
。

F六
月
、
宣
王
北
伐
也
。
鹿
鳴
康
則
和
樂
訣
　
」

高
田
氏
、
前
掲
書
下
、
八
五
頁
。

r小
雅
蓋
屡
則
四
夷
交
侵
。
中
國
微
　
」

（138）


