
孟
浩
然
の

「坐
」

と

　匡

iに

輌c

誉

（

　
　
　
　
　
　
　

ー
、
は
じ
め
に
ー
「
坐
」
に
關
す
る
問
題
ー

　
孟
浩
然
の
「
臨
洞
庭
上
張
丞
相
」
詩
は
彼
の
代
表
作
の
一
つ
と
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　

ぶ
作
品
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
ま
ず
そ
の
杢
文
を
翠
げ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ニ

　
孟
浩
然
「
臨
洞
庭
上
張
丞
相
」
（
洞
庭
に
臨
み
て
張
丞
相
に
上
る
）

　
　
八
月
湖
水
平
　
　
八
月
湖
水
卒
ら
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
た

　

　
函
虚
混
太
清
　
　
虚
を
酒
し
て
太
清
に
混
ず

　

　
氣
蒸
雲
夢
澤
　
　
氣
は
蒸
す
雲
夢
の
澤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ご

　
　
波
憾
岳
陽
城
　
　
波
は
憾
か
す
岳
陽
城

　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゅ
う
し
め
う

　
　
欲

濟
無
舟
揖
　
濟
ら
ん
と
欲
す
る
に
舟
揖
無
し

三
　
枝
　
秀
　
子

ま
た
、
岳
陽
棲
を
詠
じ
た
詩
と
し
て
杜
甫
の
「
登
岳
陽
棲
」
に
拉

（33）



端
居
恥
聖
明

坐
観
垂
釣
者

徒
有
羨
魚
情

端
居

し
て
聖
明
に
恥
づ

サ

て
びて
　
　
　
　
　
　
り
つ
よ
ロ
り

坐

う
に
釣
を
垂
る
る
者
を
観
て
は

い
た
つ

徒

ら
に
魚
を
羨
む
情
有
り

　
論
者
は
拙
論
「
孟
浩
然
「
臨
洞
庭
上
張
丞
相
」
詩
ー
從
來
の
解
繹
に
つ
い
て
－
」
に
お
い
て
、
こ
の
詩
に
關
す
る
先
行
研
究
に
つ
い
て
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

と
め
、
さ
ら
に
こ
の
詩
を
理
解
す
る
上
で
の
問
題
黙
、
及
び
日
本
と
中
國
・
吉
室
潜
に
お
け
る
解
鐸
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

日
本
に
お
け
る
研
究
の
多
く
は
、
「
坐
」
の
訓
讃
に
「
そ
ぞ
ろ
に
」
を
あ
て
、
「
ふ
と
・
な
ん
と
な
く
」
の
意
と
し
て
い
る
。
少
敷
派
と
し

て
、
川
合
康
三
氏
は
、
「
坐
」
を
「
坐
な
が
ら
に
し
て
」
と
訓
じ
て
「
何
も
せ
ず
空
し
く
」
の
意
と
し
、
さ
ら
に
、
「
坐
」
と
「
徒
」
の
二
句

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
互
文
の
關
係
に
あ
る
と
い
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D

　
他
方
、
中
國
や
墓
潜
に
お
い
て
は
、
「
坐
」
の
意
味
は
「
徒
」
と
同
じ
く
、
F
白
白
」
や
F
徒
然
」
（
日
本
語
に
謹
す
と
「
無
駄
だ
」
）
と
し
、
⑬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ
ら
に
、
「
坐
」
の
句
と
、
績
く
「
徒
」
の
句
と
は
互
文
の
關
係
に
あ
る
と
い
う
。

　

こ
う
し
て
見
る
と
、
川
合
氏
を
除
く
日
本
で
の
研
究
の
多
く
は
、
「
坐
」
と
「
徒
」
の
句
が
互
文
に
な
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
認
識
が
薄
か
っ

た
。
そ
し
て
中
國
・
憂
潜
（
及
び
川
合
氏
）
で
は
、
「
坐
」
と
「
徒
」
の
句
を
互
文
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
の
詳
細
な
検
討
に
つ
い
て

は
述
べ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
F
坐
」
と
「
徒
」
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
何
が
如
何
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
o
さ
ら
に
こ
の
「
坐
」
と
r
徒
」
の
表
現
は
孟
浩
然

詩
に

だ

け
使
用
さ
れ
る
例
な
の
か
等
、
こ
の
表
現
に
關
し
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
論
者
は
考
え
る
。
よ
っ
て
、
本
稿
に
お
い
て
、
孟
浩

然
以
外
の
詩
人
の
詠
ん
だ
「
坐
」
と
「
徒
」
の
用
例
と
、
孟
浩
然
の
「
坐
」
と
「
徒
」
と
を
比
較
し
、
孟
浩
然
の
濁
自
性
に
つ
い
て
見
て
い

き
た
い
。



　
検
討
の
封
象
と
す
る
の
は
、
六
朝
か
ら
唐
代
ま
で
の
「
坐
」
と
「
徒
」
の
用
例
で
あ
る
。
ま
た
、
「
徒
」
を
「
空
」
に
作
る
テ
キ
ス
ト
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
　

あ
る
こ
と
か
ら
、
「
坐
」
と
「
空
」
の
用
例
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
F
坐
」
と
「
徒
」
あ
る
い
は
「
空
」
と
の
封
句

に

は
ど
の
よ
う
な
感
情
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
o
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
事
物
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
孟
浩
然
の
用

例
と
何
ら
か
の
違
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
以
下
に
検
討
を
行
っ
て
い
く
。

1
1
、

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ア
　

六
朝
期
ー
閨
怨
と
客
思
ー

　
ま
ず
、
六
朝
期
の
「
坐
」
と
r
徒
・
空
」
の
用
例
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
r
坐
」
の
語
が
、
「
徒
」
ま
た
は
「
空
」
と
封
の
形
に
て
詠
ま
れ
て
い
る
例
は
、
六
朝
時
代
の
謝
眺

七
～
四
九
三
）
の
作
品
に
一
例
ず
つ
、
そ
し
て
江
滝
（
四
四
四
～
五
〇
五
）
の
作
品
に
二
例
見
え
る
。

る
中
國
と
日
本
そ
れ
ぞ
れ
の
解
鐸
に
つ
い
て
も
比
較
し
な
が
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
ま
ず
、
謝
眺
の
「
和
王
⊥
土
簿
怨
情
」
詩
か
ら
見
て
い
き
た
い
。

（
四
六
四
～
四
九
九
）
、
王
融
（
四
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

こ
の
章
で
は
そ
れ
ら
の
用
例
に
關
す
　
臼

謝
眺

F和
王
主
簿
怨
情
」
（
王
主
簿
の
怨
情
に
和
す
）

　
　
　
　
　
　
　
　
え
き
て
い

　
挾
庭
鴨
絶
國
　
　
挾
庭
よ
り
絶
國
に
膀
せ
ら
れ

　
長
門
失
歓
宴
　
　
長
門
に
て
歓
宴
を
失
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び
　
ぷ

　
相
逢
詠
摩
蕪
　
　
相
逢
ひ
て
庭
蕪
を
詠
じ

　
欝
寵
悲
班
扇
　
　
寵
を
欝
し
て
班
扇
を
悲
し
む



花
叢
齪
藪
蝶

風
簾
入
讐
燕

徒
使
春
帯
除

坐
惜
紅
粧
愛

生
卒
一
顧
重

宿
昔
千
金
賎

故
人
心
筒
爾

故
人
心
不
見

花
叢
に

は

藪
蝶
齪
れ

風
簾
に
隻
燕
入
る

な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
、
、

徒

し
く
春
帯
を
除
か
ら
し
め

な坐

し
く
紅
粧
の
愛
ず
る
を
惜
し
む

生
卒
に

は
一
顧
重
く

宿
昔
に
は
千
金
賎
し

故
人
の
心
街
ほ
爾
り
や

故
人
の
心
見
え
ず
　
　
（
全
文
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
こ
の
詩
は
『
文
選
』
巷
三
十
及
び
『
玉
墓
新
詠
』
巷
四
に
採
ら
れ
て
い
る
。
詩
題
の
「
王
主
簿
」
は
『
六
臣
注
文
選
』
注
に
、
名
は
「
季

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

哲
」
と
あ
る
。
花
房
英
樹
氏
に
よ
る
と
彼
の
詠
ん
だ
詩
は
現
在
傳
わ
っ
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
詩
の
大
意
を
以
下
に
示
し
た
い
。

　
第
一
句
か
ら
第
四
句
に
は
、
ま
ず
宮
殿
か
ら
遠
く
離
れ
た
未
開
の
土
地
に
行
っ
た
王
昭
君
が
詠
ま
れ
、
次
に
武
帝
の
寵
愛
を
失
い
樂
し
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

宴
に
侍
る
こ
と
も
な
く
な
っ
た
陳
皇
后
が
、
そ
し
て
次
に
山
に
藥
草
を
探
り
に
登
り
山
か
ら
下
り
る
と
偶
然
元
の
夫
に
再
會
し
た
妻
が
、
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ち
わ

後
に
君
の
寵
愛
を
奪
わ
れ
秋
の
団
扇
の
よ
う
に
斥
け
ら
れ
た
班
捷
好
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
績
く
第
五
句
か
ら
末
句
に
は
、
詩
中
の
主
艘
の
閨

怨
の

情
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
花
の
咲
き
齪
れ
る
草
む
ら
に
蝶
が
飛
び
交
い
、
部
屋
の
カ
ー
テ
ン
の
中
に
つ
が
い
の
燕
が
飛
び
込
む
。
む
な
し

く
も
春
の
服
の
帯
が
長
く
な
る
ほ
ど
に
や
せ
細
り
、
美
貌
が
衰
え
て
い
く
の
を
一
人
惜
し
ん
で
い
る
。
若
い
頃
あ
な
た
は
私
を
振
り
向
か
せ

よ
う
と
し
て
、
千
金
を
佛
っ
て
も
安
い
と
言
っ
て
い
た
。
あ
な
た
の
心
は
今
も
愛
わ
っ
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う
か
、
あ
な
た
の
氣
持
ち
が
わ

か
ら
な
い
。

（36）



　
こ
の
よ
う
に
第
一
句
か
ら
第
四
句
の
そ
れ
ぞ
れ
の
句
に
不
遇
な
身
の
上
の
女
性
た
ち
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
第
五
句
か
ら
最
終
句
に

お

い

て

は
、
詩
中
の
主
賠
が
一
人
寂
し
い
状
態
で
い
る
様
子
と
閨
怨
の
情
が
詠
ま
れ
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
問
題
と
す
る
「
徒
」

は

第
七
句
に
、
「
坐
」
は
第
八
句
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
「
和
王
主
簿
怨
情
」
詩
は
、
趙
桂
藩
氏
『
孟
浩
然
集
注
』
の
「
臨
洞
庭
（
上
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

丞
相
）
」
詩
の
注
に
、
コ
，
徒
」
、
F
坐
」
互
文
同
義
」
の
例
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
。
こ
の
r
互
文
同
義
」
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
は
、
孟

浩
然
の

「
臨
洞
庭
上
張
丞
相
」
詩
の
理
解
の
手
が
か
り
に
成
り
得
る
と
考
え
る
。
よ
っ
て
以
下
に
論
者
の
理
解
を
示
し
て
い
v
こ
と
に
す
る
。

　
第
七
句
の
「
徒
使
春
帯
除
」
の
「
帯
が
長
く
な
る
」
と
は
、
女
性
が
痩
せ
て
帯
が
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
用
い
て
容
姿
の
衰
え
を

表
現

し
て
い
る
。
第
八
句
の
「
坐
惜
紅
粧
愛
」
の
「
紅
粧
が
愛
わ
る
」
と
は
、
女
性
に
施
さ
れ
た
化
粧
が
時
聞
の
纏
過
と
と
も
に
崩
れ
る
こ

と
に
託
し
て
、
女
性
の
容
貌
の
衰
え
を
表
し
て
い
る
。
「
徒
」
と
r
坐
」
が
詠
ま
れ
る
こ
の
両
句
は
、
土
ハ
に
、
女
性
の
美
し
い
容
貌
が
時
聞

と
共
に
衰
え
て
い
く
の
に
爲
す
術
も
な
く
、
た
だ
時
の
過
ぎ
ゆ
く
ま
ま
に
い
る
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
「
春
帯
」
と
r
紅
粧
」
に
託
し
て
表
現

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
二
句
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
内
容
は
、
女
性
の
容
姿
の
衰
え
る
様
子
で
あ
る
。
そ
れ
を
直
接
的
に
表
現
せ
ず
、

r徒
」
と
「
坐
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
句
に
、
「
帯
が
長
く
な
る
」
と
「
化
粧
の
崩
れ
」
と
碗
曲
的
に
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
互
文
と
は
、
二

句
の
中
の
言
葉
の
意
味
や
、
句
の
内
容
を
そ
れ
ぞ
れ
補
い
合
う
關
係
に
あ
る
封
句
構
造
の
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
「
帯
が
長
く
な
る
」
こ

と
と
、
「
化
粧
の
崩
れ
」
は
内
容
的
に
同
様
の
こ
と
で
あ
る
た
め
、
「
化
粧
の
崩
れ
」
を
先
に
詠
み
、
次
に
「
帯
が
長
く
な
る
」
と
し
て
も
、

表
現

さ
れ
て
い
る
内
容
は
愛
わ
ら
な
い
。
ま
た
、
「
徒
」
と
r
坐
」
も
同
じ
意
味
と
し
て
考
え
ら
れ
る
た
め
、
入
れ
替
わ
っ
て
も
内
容
は
同

じ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
封
句
構
造
は
、
次
の
、
王
融
の
「
古
意
二
首
」
そ
の
一
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（37）

王
融

「
古
意
二
首
」
“
J
の
1
　
（
本
稿
で
は
便
宜
上
、
以
下
r
古
意
」
と
示
す
）



遊
禽
暮
知
反
　
　
遊
禽
は
暮
れ
に
反
る
を
知
る
も

行
人
掲
不
蹄
　
　
行
人
は
濁
り
蹄
ら
ず

坐
錆
芳
草
氣
　
　
坐
し
く
芳
草
の
氣
を
錆
し

空
度
明
月
輝

噸
容
入
朝
鏡

思
涙
鮎
春
衣

巫
山
彩
雲
没

漠
上
線
條
稀

待
君
寛
不
至

秋
雁
隻
隻
飛

空
し
く
明
月
の
輝
を
度
る

ひ

ん

よ
う

噸
容
　
朝
鏡
に
入
り

思
涙
　
春
衣

を
鮎
ず

巫
山
に
彩
雲
没
し

漠
上
に

緑
條
稀
な
り

君
を
待
つ
も
寛
に
至
ら
ず

秋
雁
隻
隻
と
し
て
飛
ぶ

（全
文
）

（38）

　
こ
の
詩
は
『
玉
墓
新
詠
』
巻
四
に
採
ら
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。

　
詩
の
大
意
は
、
空
を
飛
ぶ
鳥
は
夕
暮
れ
に
は
塒
に
必
ず
蹄
っ
て
v
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
遠
く
に
出
か
け
た
あ
の
人
は
蹄
っ
て
こ
な
い
。

あ
の
人
を
待
つ
私
は
、
春
の
芳
し
い
草
の
生
き
生
き
と
し
た
氣
が
す
で
に
消
え
失
せ
、
月
が
美
し
く
輝
く
時
も
す
で
に
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
の

と
同
じ
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
朝
、
鏡
に
雛
が
う
つ
り
、
涙
が
春
の
衣
に
滴
り
落
ち
る
。
巫
山
の
彩
雲
も
消
え
、
漠
水
の
線
の
枝
が

も
う
少
な
く
な
っ
て
き
た
。
私
は
あ
な
た
を
待
っ
て
い
る
の
に
あ
な
た
は
蹄
っ
て
來
な
い
。
秋
の
雁
で
さ
え
二
羽
が
連
れ
だ
っ
て
飛
ん
で
い

る
の
に
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
第
七
句
の
「
巫
山
彩
雲
没
」
に
は
、
『
楚
餅
』
コ
局
唐
賦
」
の
楚
の
懐
王
と
巫
山
の
祠
女
と
が
夢
の
中
で
出
會
い
、
そ
し
て
別
れ
る
と
い
う



話
が

背
後
に
あ
る
。
巫
山
の
神
女
は
懐
王
と
別
れ
る
際
に
「
朝
は
雲
に
な
り
、
夕
は
雨
と
な
っ
て
お
側
に
い
ま
す
」
（
旦
爲
朝
雲
、
暮
爲
行

雨
）
」
と
言
っ
て
い
た
。
そ
の
「
雲
」
が
無
（
没
）
く
な
っ
て
い
る
状
態
と
は
、
懸
し
い
人
と
離
れ
離
れ
の
状
態
に
あ
る
と
想
像
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　
　
　
ほ
と
り

　
第
八
句
の
「
漠
上
緑
條
稀
」
に
詠
ま
れ
る
「
漠
上
」
は
、
『
詩
経
』
「
鄭
風
・
桑
中
」
に
、
「
我
を
漠
の
上
に
迭
る
（
迭
我
乎
漠
之
上
　
）
」

と
あ
る
。
懸
人
と
逢
瀬
を
し
、
漠
水
の
ほ
と
り
で
別
れ
る
と
い
う
典
故
が
背
景
に
あ
る
。
よ
っ
て
、
生
い
茂
っ
て
い
た
線
の
枝
が
ま
ば
ら
に

な
る
と
は
、
懸
人
同
士
が
、
今
は
逢
う
こ
と
も
無
く
な
っ
た
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
と
解
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
古
意
」
詩
は
、
冒
頭
か
ら
一
貫
し
て
詩
中
の
主
膿
が
、
愛
し
い
人
の
蹄
り
を
待
っ
て
い
る
こ
と
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
し

て
詩
中
に
前
述
の
二
つ
の
典
故
を
用
い
、
詩
中
の
主
膿
が
愛
し
い
人
と
離
れ
離
れ
に
な
っ
て
い
る
状
態
で
あ
る
こ
と
を
際
だ
た
せ
て
い
る
。

こ
れ
ら
か
ら
こ
の
詩
は
一
人
寂
し
く
愛
し
い
人
の
闘
り
を
待
つ
「
閨
怨
詩
」
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ

し
て
、
「
坐
」
は
第
三
句
の
「
坐
錆
芳
草
氣
」
に
、
「
空
」
は
第
四
句
に
「
空
度
明
月
輝
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
「
坐
」
と
「
空
」
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑬

の

語
、
及
び
内
容
に
つ
い
て
『
漢
魏
六
朝
詩
鑑
賞
僻
典
』
に
て
陳
慶
元
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

春
草
碧
色
、
明
月
如
玉
、
時
光
美
好
如
此
、
却
在
不
断
的
期
待
中
自
白
流
逝
；
青
春
也
像
芳
草
明
月
一
様
美
好
、
也
同
様
在
不
断
的
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

待
中
空
度
。
「
坐
」
、
亦
F
空
」
義
。
芳
草
錆
歌
、
空
等
了
一
個
春
季
、
然
而
行
人
絡
干
未
錦
。

　
春
の
み
ど
り
の
草
や
、
秋
の
玉
の
よ
う
に
輝
く
明
月
、
時
節
は
こ
ん
な
に
も
美
し
い
o
そ
れ
な
の
に
、
期
待
し
て
待
ち
望
む
聞
に
こ

　
の

良
い
時
節
は
無
駄
に
も
流
れ
去
っ
て
ゆ
く
。
同
じ
よ
う
に
若
い
時
も
こ
の
芳
し
い
草
や
輝
く
月
の
よ
う
に
美
し
い
も
の
で
あ
る
。

　
そ

し
て
同
じ
よ
う
に
期
待
し
て
待
ち
望
む
聞
に
無
駄
に
も
過
ぎ
て
い
く
。
「
坐
」
は
ま
た
「
空
」
の
意
で
あ
る
。
芳
し
い
草
が
消
え

　
て
い

v
、
こ
の
春
、
あ
な
た
を
む
な
し
く
待
っ
た
も
の
の
、
遠
く
に
行
っ
た
き
り
あ
な
た
は
ま
だ
戻
っ
て
こ
な
い
。



　
陳
慶
元
氏
は
、
「
坐
」
を
「
空
」
と
同
義
と
し
、
そ
の
意
味
を
「
白
白
流
逝
（
無
駄
に
過
ぎ
て
い
く
）
」
「
空
等
了
（
む
な
し
く
待
つ
）
」
と

し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
1
　
I
句
の
、
F
芳
草
」
と
「
明
月
」
を
「
青
春
」
の
喩
え
と
解
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
氏
は
「
互
文
」
と
明
言
し
て

い

な
い
が
、
こ
の
二
句
を
「
互
文
」
と
し
て
理
解
し
て
い
る
と
見
受
け
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
王
融
詩
に
見
ら
れ
る
「
坐
」
と
「
空
」
の
用
例
も
、
先
の
謝
眺
詩
の
「
坐
」
と
「
徒
」
の
例
と
同
様
に
、
詩
中
の
主
膿
が
思

う
人
を
何
も
せ
ず
に
た
だ
待
つ
と
い
う
閨
怨
の
情
と
共
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
坐
」
と
「
空
」
の
詠
ま
れ
る
句
も
互
文
と
見

な
し
得
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
謝
眺
詩
と
王
融
詩
に
詠
ま
れ
て
い
た
「
坐
」
と
「
徒
・
空
」
に
つ
い
て
ま
と
め
た
い
。
ま
ず
、
「
坐
」
と
「
徒
・
空
」
は
封
句

の

中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
坐
」
と
「
徒
・
空
」
は
土
ハ
に
同
じ
意
味
と
さ
れ
、
そ
の
意
味
は
「
白
白
」
や
r
空
」
、
つ
ま
り
「
無

駄
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
趙
氏
の
注
及
び
陳
氏
の
詩
の
理
解
か
ら
、
「
坐
」
と
「
徒
・
空
」
の
句
を
「
互
文
同
義
」
と
見
な
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の

い

る
こ
と
も
確
認
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“

　
中
國
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
に
お
い
て
は
こ
れ
と
異
な
る
理
解
が
さ
れ
て
い
る
。
日
本
に
お
い
て
は
如
何

に

理
解

さ
れ
て
い
る
の
か
、
次
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
比
較
の
便
宜
上
、
「
坐
」
に
關
す
る
解
繹
に
は
　
線
、
「
徒
・
空
」
に
は
　
線

を
付
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ

　

ま
ず
、
謝
眺
「
和
王
主
簿
怨
情
」
詩
の
「
徒
使
春
帯
除
　
坐
惜
紅
粧
愛
」
は
、
鈴
木
虎
雄
氏
『
玉
量
新
詠
集
』
で
は
、
「
痩
せ
て
春
し
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　

る
帯
は
い
た
づ
ら
に
長
す
ぎ
る
様
に
な
り
、
そ
ぞ
ろ
に
紅
の
か
ほ
の
か
は
つ
て
ゆ
く
の
が
惜
し
ま
れ
る
」
と
諜
し
て
い
る
。
内
田
泉
之
助
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

の

『
玉
毫
新
詠
』
で
も
、
「
春
の
帯
も
い
た
ず
ら
に
長
す
ぎ
る
あ
り
さ
ま
、
そ
ぞ
ろ
に
紅
の
顔
も
ふ
け
て
ゆ
く
の
が
惜
し
ま
れ
る
」
と
、
両

氏
共

に
、
「
徒
」
を
「
い
た
ず
ら
」
と
、
「
坐
」
を
「
そ
ぞ
ろ
」
と
課
し
て
い
る
。
因
み
に
、
爾
氏
と
も
に
「
徒
」
を
「
い
た
づ
ら
」
と
訓
じ
、

r坐
」
を
「
そ
ぞ
ろ
に
」
と
訓
じ
て
い
る
。



　
次
に
、
王
融
「
古
意
」
詩
の
「
坐
錆
芳
草
氣
　
空
度
明
月
輝
」
は
、
鈴
木
氏
『
玉
墓
新
詠
集
』
で
は
、
「
わ
た
し
は
春
は
い
た
づ
ら
に
芳

草
の
氣
を
な
く
さ
せ
て
し
ま
ひ
、
秋
は
空
し
く
明
月
の
輝
く
の
を
み
す
ご
し
て
ゐ
る
」
と
、
鈴
木
氏
は
「
坐
」
を
「
い
た
づ
ら
に
」
と
解
し

て
い

る
。
こ
の
「
い
た
づ
ら
に
」
を
、
「
無
盆
で
あ
る
さ
ま
。
む
だ
」
の
意
と
見
る
な
ら
ば
、
中
國
語
で
の
「
白
白
」
の
意
と
同
様
の
意
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
　

し
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
内
田
氏
『
玉
毫
新
詠
』
で
は
、
「
留
守
居
の
わ
た
し
は
春
の
若
草
の
香
り
も
い
つ
と
は
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

に

消
え
失
わ
せ
、
ま
た
秋
の
明
月
の
光
も
空
し
く
見
す
ご
し
て
い
る
」
と
謹
し
て
い
る
。
因
み
に
両
氏
と
も
「
坐
」
を
「
そ
ぞ
ろ
に
」
と
訓

じ
、
「
空
」
を
「
む
な
し
く
」
と
訓
じ
て
い
る
。

　
以
上
の

よ
う
に
鈴
木
氏
と
内
田
氏
の
そ
れ
ぞ
れ
の
解
鐸
を
見
た
と
こ
ろ
、
「
坐
」
と
「
徒
・
空
」
の
言
葉
の
詳
に
つ
い
て
特
に
注
意
を
佛
っ

て
い

る
よ
う
に
見
ら
れ
な
い
。
陳
氏
が
「
明
月
」
と
「
芳
草
」
と
を
土
ハ
に
青
春
の
喩
え
と
し
て
い
た
が
、
鈴
木
氏
は
「
明
月
の
輝
く
の
を
み

す

ご
し
て
ゐ
る
」
と
解
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
互
文
」
と
い
う
観
鮎
か
ら
こ
の
句
を
解
鐸
し
て
い
な
い
と
論
者
は
理
解
し
て
い
る
。

　
上
記
の

よ
う
に
、
日
本
に
お
い
て
は
こ
の
「
坐
」
お
よ
び
「
徒
・
空
」
に
つ
い
て
の
意
味
や
用
法
に
特
に
注
意
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

見
受
け
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
「
坐
」
と
「
徒
・
空
」
の
句
と
が
F
互
文
」
で
あ
る
と
い
う
認
識
も
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

こ
れ
は
何
が
原
因
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
［
坐
」
を
「
そ
ぞ
ろ
」
と
訓
讃
す
る
こ
と
に
甘
ん
じ
、
そ
れ
以
上
の
解
鐸
を
し
よ

う
と
は
し
な
か
っ
た
こ
と
に
一
因
が
あ
る
と
推
測
す
る
。

　
謝
・
王
詩
に
見
え
る
「
坐
」
「
徒
・
空
」
の
句
は
、
詩
の
中
の
主
禮
の
閨
怨
の
情
が
表
現
さ
れ
て
い
た
が
、
次
の
江
滝
の
「
望
荊
山
」
詩

に

見
え

る
「
坐
」
と
r
空
」
に
は
、
待
た
せ
る
男
性
側
の
客
思
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

（41）

江
滝

「
望
荊
山
」
（
荊
山
を
望
む
）

　
奉
義
至
江
漢
　
　
義
を
奉
じ
て
江
漢
に
至
り



始
知
楚
塞
長

南
關
続
桐
柏

西
嶽
出
魯
陽

塞
郊
無
留
影

秋

日
懸
清
光

悲
風
僥
重
林

雲
霞
粛
川
蔽

歳
嬰
君
如
何

零
涙
沽
衣
裳

玉
桂
空
掩
露

金
樽
坐
含
霜

一
聞
苦
寒
奏

更
使
監
歌
傷

始
め
て
楚
塞
の
長
き
を
知
る

　
　
　
　
　
　
め
く

南
關
に

は
桐
柏
続
り

西
嶽
に
は
魯
陽
出
づ

寒
郊
に
は
留
影
無
く

秋

日
は
清
光
を
懸
く

　
　
　
　
　
　
ぶ
ま

悲
風

は
重
林
を
僥
げ

　
　
　
　
　
　
さ
む

雲
霞

は
川
涯
に
粛
し

歳
の
嬰
る
る
を
君
は
如
何
す

零
涙

し
て
衣
裳
を
沽
す

玉
柱
は

空

し
く
露
に
掩
は
れ

金
樽
も
坐
し
く
霜
を
含
む

一
た
び
苦
塞
の
奏
せ
ら
る
る
を
聞
け
ば

　
　
え
ん
　
か

更
に

鑑
歌
を
し
て
傷
ま
し
む
　
　
（
全
文
）

（42）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
李
善
注

『
文
選
』
に
よ
る
と
、
江
滝
が
劉
景
素
に
從
っ
て
荊
州
に
い
た
頃
こ
の
作
品
が
作
ら
れ
た
と
い
う
。
李
善
注
及
び
五
臣
注
『
文
選
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
愈
紹
初
・
張
亜
新
両
氏
の
『
江
掩
集
校
注
』
に
よ
る
と
、
こ
の
詩
を
以
下
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
詩
の
第
一
句
か
ら
第
八
句
に
は
、
荊
州
に
流
れ
る
長
江
と
漢
水
の
流
れ
（
江
漢
）
や
、
荊
山
の
瞼
し
さ
（
楚
塞
）
、
こ
の
地
に
あ
る

F桐
柏
」
や
「
魯
陽
」
の
山
々
の
様
子
が
詠
ま
れ
、
績
く
第
九
句
と
第
十
句
「
歳
嬰
君
如
何
、
零
涙
沽
衣
裳
」
は
、
李
善
注
に
「
古
詩
十
九



首
．
そ
の
十
九
」
の
「
涙
下
沽
裳
衣
（
涙
下
り
て
裳
衣
沽
す
）
」
が
典
故
と
な
っ
て
い
る
と
あ
る
。
こ
の
「
古
詩
十
九
首
・
そ
の
十
九
」
の

F涙
下
沽
裳
衣

（涙
下

り
て
裳
衣
沽
す
）
」
は
、
夫
と
離
れ
一
人
眠
れ
ず
に
涙
を
流
し
夜
を
過
ご
す
妻
の
閨
怨
の
情
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。

だ

が
、
こ
の
江
滝
「
望
荊
山
」
詩
の
「
歳
嬰
君
如
何
、
零
涙
沽
衣
裳
」
は
、
年
が
暮
れ
る
の
に
「
君
」
は
ど
う
す
る
の
だ
。
涙
を
流
し
て
衣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
　

を
濡
ら
す
ば
か
り
で
あ
る
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
「
君
」
と
は
江
滝
自
身
の
こ
と
で
あ
り
、
自
問
す
る
文
脈
の
中
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
よ
っ

て
、
こ
こ
で
は
江
滝
自
身
の
覇
旅
の
憂
い
と
理
解
し
得
る
。

　
そ

し
て
第
十
一
．
十
二
句
「
玉
柱
空
掩
露
、
金
樽
坐
含
霜
」
に
詠
ま
れ
る
「
空
」
と
「
坐
」
に
つ
い
て
、
愈
紹
初
・
張
亜
新
爾
氏
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

r徒
」
を
「
坐
」
と
同
じ
F
徒
然
」
の
意
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
徒
然
」
と
は
日
本
語
に
詳
す
と
、
「
む
だ
に
」
の
意
で
あ
る
。
「
徒
然
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

F
む
だ
に
」
の
意
と
す
る
と
、
こ
の
第
十
一
・
十
二
句
は
、
豪
華
な
宴
席
の
中
に
あ
り
、
琴
（
玉
柱
）
が
「
む
だ
に
」
露
に
覆
わ
れ
、
酒
樽

（金
樽
）
に
も
「
む
だ
に
」
霜
が
降
っ
て
い
る
状
態
で
あ
る
と
い
う
意
と
解
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
琴
や
酒
樽
に
露
や
霜
が
降
り
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の

ほ
ど
の
長
い
時
聞
の
描
寓
で
あ
り
、
ま
た
、
霜
や
露
が
降
り
れ
ば
降
り
る
ほ
ど
、
旅
愁
が
募
っ
て
い
く
様
の
描
寓
と
解
す
こ
と
が
で
き
る
。
　
ほ

そ
し
て
最
後
の
一
聯
に
至
り
、
「
苦
寒
」
行
を
耳
に
す
る
と
、
旅
の
辛
さ
と
、
「
鑑
歌
」
の
思
い
が
一
層
募
っ
て
い
く
。
こ
の
様
な
文
脈
と
し

て
理
解
し
得
よ
う
。

　
こ
の
詩
の
末
句
の
　
F
1
た
び
苦
寒
の
奏
せ
ら
る
る
を
聞
け
ば
、
載
ち
盤
歌
を
し
て
傷
ま
し
む
」
の
「
苦
寒
」
と
「
鑑
歌
」
に
つ
い
て
、
李

注
及

び
、
愈
紹
初
．
張
亜
新
爾
氏
に
よ
る
と
、
「
苦
寒
」
は
、
曹
操
の
「
苦
寒
行
（
北
上
篇
）
」
、
「
藍
歌
」
は
、
「
羅
敷
鑑
歌
行
」
の
こ
と
と

あ
る
。
前
者
は
行
役
の
辛
さ
が
詠
ま
れ
た
作
品
で
あ
り
、
後
者
は
別
名
「
阻
上
桑
」
ま
た
は
「
日
出
東
南
隅
行
」
と
も
言
わ
れ
、
そ
の
内
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
、
王
仁
の
妻
で
あ
る
羅
敷
が
、
他
の
男
性
か
ら
の
誘
惑
を
拒
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

　
江
滝
は

こ
の
詩
が
詠
ま
れ
た
時
異
郷
に
居
り
、
そ
こ
で
催
さ
れ
た
宴
席
に
て
「
苦
寒
行
」
を
聞
き
旅
の
辛
さ
に
共
感
す
る
。
そ
し
て
さ
ら

に

そ
こ
で
「
藍
歌
」
を
聞
き
、
郷
里
の
こ
と
を
思
う
の
で
あ
る
。
そ
の
郷
里
に
は
お
そ
ら
く
「
妻
」
が
居
て
、
そ
の
妻
は
ま
さ
に
今
閨
怨
の



状
態
に

あ
り
、
江
滝
は
閨
怨
の
状
態
に
あ
る
妻
を
思
い
つ
つ
、
他
郷
に
居
る
旅
愁
を
よ
り
一
層
募
ら
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
先
の
王
融
お
よ
び
謝
眺
の
詩
に
詠
ま
れ
た
「
坐
」
と
「
徒
・
空
」
の
語
は
、
閨
怨
の
状
態
で
あ
る
女
性
側
の
心
情
を
表
現
し
て
い
た
。
一

方
、
江
滝
の
「
望
荊
山
」
詩
で
は
、
「
監
歌
」
の
語
に
よ
り
、
女
性
を
閨
怨
の
状
態
に
し
て
い
る
こ
と
を
詠
み
つ
つ
、
さ
ら
に
そ
こ
に
は
男

性
側
の
旅
の
辛
さ
や
故
郷
を
思
う
情
も
詠
ん
で
い
る
。
そ
の
旅
愁
が
「
空
」
と
「
坐
」
の
句
に
、
宴
の
席
に
て
露
に
琴
が
濡
れ
、
霜
が
降
り

樽
が
白
v
な
っ
て
い
く
の
を
た
だ
寂
し
く
む
な
し
く
見
て
い
る
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
解
し
得
る
。
江
滝
に
は
も
う
一
首
「
遷
陽
亭
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

詩
に

「
空
」
と
「
坐
」
の
例
が
あ
る
。
こ
れ
も
他
郷
に
身
を
置
く
客
思
が
詠
ま
れ
て
い
る
が
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。

　
六
朝
期
の
詩
に
お
け
る
、
「
坐
」
と
「
空
・
徒
」
と
が
封
の
酷
を
な
し
て
詠
ま
れ
る
場
合
、
謝
眺
と
王
融
詩
の
例
で
は
、
閨
怨
詩
の
女
性

の

立
場
の
過
ぎ
ゆ
く
時
聞
が
表
現
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
江
滝
の
「
望
荊
山
」
詩
は
、
他
郷
に
居
る
男
性
の
側
の
客
思
が
詠
ま
れ
て
い
た
。

詩
の
中
の
主
膿
の
性
別
は
、
女
性
・
男
性
と
異
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
い
ず
れ
も
主
酷
は
何
も
せ
ず
に
、
時
聞
だ
け
が
過
ぎ
て
い
る
状
態
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

？

あ
る
難
は
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
、
こ
の
時
期
に
は
、
「
坐
」
と
「
徒
・
空
」
を
封
に
詠
む
こ
と
に
よ
り
、
閨
怨
と
客
思
と
を
　
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ね
　

表
現
し
て
い
る
と
解
し
た
。
そ
れ
で
は
次
に
初
唐
期
の
用
例
を
見
て
い
き
た
い
。

川
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

初
唐
期
ー
閨
怨
と
客
思
か
ら
隠
遁
を
求
め
る
思
い
へ
ー

ま
ず
、
盧
照
鄭
（
六
三
七
？
～
六
八
〇
？
）
の
「
エ
J
時
春
也
慨
然
有
江
湖
之
思
寄
此
贈
柳
九
朧
」
詩
を
見
て
い
き
た
い
。

盧
照
鄭

「
干
時

春
也
慨
然
有
江
湖
之
思
寄
此
贈
柳
九
朧
」

　
（
時
春
に
お
い
て
慨
然
た
る
江
湖
の
思
有
り
て
此
を
寄
せ
て
柳
九
朧
に
贈
る
）



形
骸
寄
文
墨

意
氣
託
紳
仙

我
有
壼
中
要

題
爲
物
外
篇

將
以
胎
好
道

道
遠
莫
致
栴

相
思
螢
日
夜

相
望
阻
風
煙

坐
惜
春
華
晩

徒
令
客
思
懸

形
骸

は
文
墨
に
寄
す
も

意
氣
は

紳
仙
に
託
す

我
に
壺
中
の
要
有
り

題

し
て
物
外
の
篇
と
爲
す

　
　
　
　
　
　
　
の
こ

將
に
以
て
好
道
を
胎
し

　
　
　
　
　
　
こ

道
遠

き
も
　
栴
れ
を
致
す
莫
し

相
思
ふ
も
　
日
夜
に
努
し

相
望
む
も
　
風
煙
に
阻
ま
る

む
な坐

し
く
春
華
の
晩
る
る
を
惜
し
み

む
な徒

し
く
客
思
を
懸
け
し
む
　
　
（
部
分
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
こ

　
李
雲
逸
氏
の
『
盧
照
鄭
集
校
注
」
に
よ
る
と
こ
の
詩
は
、
威
亨
元
年
（
六
七
〇
）
の
晩
春
に
蜀
に
お
い
て
詠
ま
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
。

　
全
三
十
六
句
か

ら
な
る
詩
で
あ
る
。
こ
こ
に
引
用
し
た
部
分
は
第
十
一
句
か
ら
第
二
十
句
ま
で
で
あ
る
。
第
十
一
・
十
二
句
に
「
形
骸
寄

文

墨
、
意
氣
託
祠
仙
（
形
骸
は
文
墨
に
寄
す
も
意
氣
は
祠
仙
に
託
す
）
」
と
あ
る
よ
う
に
、
隠
遁
生
活
に
憧
れ
を
抱
き
つ
つ
も
、
そ
の
身

を
仕
事
に
捧
げ
て
い
る
と
詠
ま
れ
、
そ
し
て
、
第
十
九
・
二
十
句
の
「
坐
惜
春
華
晩
、
徒
令
客
思
懸
（
坐
し
く
春
華
の
晩
る
る
を
惜
し
み
、

徒

し
く
客
思
を
懸
け
し
む
）
」
に
「
坐
」
と
「
徒
」
と
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

　

こ
の
第
十
九
句
「
坐
惜
春
華
晩
」
に
詠
ま
れ
る
「
春
華
」
は
、
杭
尚
書
氏
の
『
盧
照
鄭
集
箋
注
』
に
、
蘇
武
（
前
一
四
〇
？
～
前
六
〇
）

の

「
古
詩
四
首
」
の
「
努
力
愛
春
華
、
莫
忘
歓
樂
時
（
努
力
し
て
春
華
を
愛
し
、
歓
樂
の
時
を
忘
る
る
莫
か
れ
）
」
の
句
が
典
故
に
あ
る
と

（45）



　
　
め
　

い

う
。
こ
の
「
春
華
」
は
女
性
の
美
し
い
容
貌
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
。
夫
が
旅
立
ち
際
に
妻
に
向
か
っ
て
、
い
つ
ま
で
も
若
く
美
し
く

い

て

く
れ
よ
、
と
い
う
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
「
坐
惜
春
華
晩
」
句
を
解
す
と
、
残
さ
れ
た
女
性
は
「
春
華
」
（
女
性
の
美
し
い
容
貌
）
を
失

い

つ

つ

あ
る
状
態
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
績
く
第
二
十
句
「
徒
令
客
思
懸
」
に
は
、
遠
く
の
他
郷
に
居
る
人
は
故
郷
を
思
い

心
配
す

る
こ
と
し
か
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
こ
と
が
詠
わ
れ
て
い
る
。

　
先
の
六
朝
期
の
「
坐
」
と
「
空
・
徒
」
の
例
で
は
、
詩
中
の
主
膿
（
女
性
側
）
の
閨
怨
の
情
か
、
あ
る
い
は
詩
中
の
主
膿
（
男
性
側
）
の

他
郷
に
身
を
置
く
客
思
と
が
⊥
土
題
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
に
表
現
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
「
干
時
春
也
慨
然
有
江
湖
之
思
寄
此
贈
柳
九
朧
」

詩
で

は
、
第
十
九
句
に
は
閨
怨
が
、
そ
し
て
第
二
十
句
に
は
客
思
が
そ
れ
ぞ
れ
「
春
華
」
「
客
思
」
の
文
字
に
よ
り
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。

一
つ
の

封
句
の
中
に
こ
の
1
1
つ
の
情
を
詠
み
込
む
こ
と
は
、
先
の
六
朝
詩
の
例
に
は
見
え
な
か
っ
た
。
こ
の
「
干
時
春
也
慨
然
有
江
湖
之

思

寄
此
贈
柳
九
朧
」
詩
で
は
そ
れ
が
爲
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
こ
の
詩
の
一
つ
の
特
徴
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
こ
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ほ

れ

以
上
に

注

目
す
べ
き
こ
と
は
、
第
十
九
句
・
第
二
十
句
の
封
句
の
中
に
閨
怨
と
客
思
を
詠
み
つ
つ
も
、
詩
全
禮
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
い

る
の
は
、
隠
遁
を
望
む
も
仕
官
す
る
し
か
な
く
、
何
も
せ
ず
に
時
が
過
ぎ
て
い
く
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
盧
照
鄭
詩
と
同
じ
よ
う
に
、
次
の
陳
子
昂
（
六
六
一
～
七
〇
1
1
）
　
（
）
　
F
題
居
延
古
城
贈
喬
十
二
知
之
」
詩
も
隠
遁
へ
の
憧
れ
を
抱
き

つ

つ
も
何
も
せ
ず
時
が
過
ぎ
て
い
く
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
し

陳
子
昂
「
題
居
延
古
城
贈
喬
十
二
知
之
」
（
居
延
古
城
に
題
し
喬
十
二
知
之
に
贈
る
）

　
聞
君
東
山
意
　
　
聞
く
君
　
東
山
の
意
を

　
宿
習
紫
芝
榮
　
　
宿
習
す
　
紫
芝
の
榮

　
　
　
　
　
　
　
　
そ
う
し
ゅ
う

　
槍

洲
今
何
在
　
　
槍
洲
　
今
何
く
に
か
在
る



華
髪
旅
邊
城

還
漢
功
既
薄

逐
胡
策
未
行

徒
嵯
白
日
暮

坐
封
黄
雲
生

桂
枝
芳
欲
晩

意
政
誘
誰
明

無
爲
空
自
老

含
歎
負
卒
生

華
髪
　
邊
城
に
旅
す

漢
に
還
る
に
　
功
既
に
薄
く

ち
く
　
こ

逐
胡
の
策
　
未
だ
行
は
れ
ず

徒

し
く
白
日
の
暮
る
る
を
嵯
き

坐
し
く
黄
雲
の
生
ず
る
に
封
す

桂

枝
の
芳
晩
に
欲
せ
し
も

よ
　
く
　
い

意
政
の
誘
　
誰
か
明
か
に
せ
ん

爲
す
無
か
れ
　
空
し
く
自
ら
老
い

歎
を
含
ん
で
卒
生
に
負
く
を
　
　
（
全
文
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
こ
の
詩
は
、
彰
慶
生
氏
『
陳
子
昂
集
校
注
』
に
、
「
垂
撲
1
l
u
r
　
（
六
八
六
）
北
征
途
中
」
に
作
ら
れ
た
と
あ
る
。
ま
た
、
中
尾
一
成
氏
の

論
考
「
垂
撲
二
年
出
征
考
」
（
五
）
に
お
い
て
も
同
年
の
作
と
し
、
さ
ら
に
邊
境
へ
赴
い
た
経
緯
及
び
こ
の
時
期
に
制
作
さ
れ
た
陳
子
昂
の

詩
文
の
特
色
な
ど
詳
細
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
中
尾
氏
に
よ
る
と
、
「
題
居
延
古
城
贈
喬
十
二
知
之
」
詩
を
含
む
こ
の
時
期
の
陳
子
昂

の

作
品
は
、
「
喬
知
之
の
不
遇
に
封
し
て
同
情
を
示
す
と
と
も
に
、
喬
知
之
を
苦
境
に
追
い
や
っ
た
朝
廷
に
批
判
の
眼
差
し
を
向
け
て
い
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

も
の
で
あ
る
と
い
う
。
次
に
こ
の
詩
の
大
凡
の
解
繹
を
示
し
た
い
。

　
君

は
東
山
の
意
を
知
っ
て
い
る
。
日
頃
か
ら
隠
遁
を
望
ん
で
い
る
が
、
槍
洲
の
よ
う
な
隠
遁
す
べ
き
所
は
今
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
白
髪
頭

に

な
っ
た
今
も
君
は
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
所
に
い
て
、
都
に
錦
ろ
う
に
も
大
き
な
手
柄
を
立
て
て
い
な
い
し
、
胡
を
追
い
佛
う
策
も
未
だ
行
っ

て
い

な
い
。
君
は
何
も
せ
ず
に
む
な
し
く
日
が
暮
れ
る
の
を
な
げ
き
、
砂
が
舞
い
上
が
る
の
を
見
て
い
る
ば
か
り
で
あ
る
。
手
柄
を
立
て
る

（47）



に

は
時
す
で
に
遅
く
、
た
と
え
手
柄
を
立
て
て
も
後
漢
の
馬
援
が
受
け
た
誘
り
を
、
誰
が
非
明
し
て
く
れ
る
の
か
o
こ
の
ま
ま
何
も
せ
ず
に

老
い
、
嘆
き
な
が
ら
自
分
の
氣
持
ち
に
背
く
日
々
を
迭
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　
r
徒
」
と
「
坐
」
は
、
第
七
・
八
句
に
見
え
る
。
「
坐
」
に
つ
い
て
、
彰
慶
生
氏
は
張
相
の
『
詩
詞
曲
語
欝
匪
鐸
』
巻
四
、
「
坐
、
猶
徒
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　

空

也
、
柾
也
」
を
注
に
引
用
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
「
坐
」
を
「
徒
」
と
同
義
と
し
、
と
も
に
「
む
だ
に
」
の
意
と
し
て
解
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
よ
っ
て
、
「
徒
嵯
白
日
暮
、
坐
封
黄
雲
生
（
徒
し
く
白
日
の
暮
る
る
を
瑳
き
、
坐
し
く
黄
雲
の
生
ず
る
に
封
す
）
」
の
二
句

は
、
日
が
暮
れ
「
黄
雲
」
が
生
じ
る
の
を
た
だ
見
て
い
る
だ
け
の
日
々
を
迭
っ
て
い
る
と
い
う
意
と
解
し
得
る
。

　

こ
の
詩
は
邊
境
の
地
に
い
る
喬
知
之
の
身
を
案
じ
、
そ
の
思
い
を
陳
子
昂
が
詩
に
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
故
に
「
徒
嵯
白
日
暮
、
坐
封
黄

雲
生
」
に
詠
ま
れ
る
「
徒
」
と
「
坐
」
は
、
喬
知
之
が
他
郷
に
身
を
置
き
、
そ
の
状
態
の
ま
ま
何
も
せ
ず
に
無
駄
に
時
を
過
ご
し
て
い
る
の

だ

ろ
う
と
陳
子
昂
が
詠
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但

　
「
何
も
せ
ず
に
無
駄
な
時
を
過
ご
す
」
と
い
う
の
は
、
先
に
見
た
六
朝
の
謝
・
王
詩
の
閨
怨
、
江
滝
詩
の
客
思
と
に
表
現
さ
れ
て
い
た
の

と
同
じ
状
態
で
あ
る
。
雨
者
共
に
望
ん
で
い
な
い
状
態
で
あ
っ
て
も
何
も
せ
ず
に
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
次
の
陳
子
昂
の
「
迭
股
大
入
蜀
」
詩
に
、
「
坐
」
と
「
惟
」
の
語
の
例
が
見
え
る
。
こ
の
例
に
も
「
何
も
せ
ず
に
無
駄
に
時
を
過
ご
す
」

と
い
う
状
態
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
例
は
、
「
徒
」
で
は
な
く
「
惟
」
に
よ
る
封
句
で
あ
る
が
、
用
法
の
一
つ
と
し
て
見
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ

こ
こ
で
は
股
大
の
姿
が
見
え
な
く
な
る
ま
で
何
も
せ
ず
た
だ
見
迭
っ
て
い
る
こ
と
が
「
坐
」
と
「
惟
」
に
よ
り
表
現
さ
れ
て
い
る
。

陳
子
昂
「
送
股
大
入
蜀
」
（
股
大
蜀
に
入
る
を
迭
る
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
う
ざ
ん

　
禺
山
金
碧
路
　
　
禺
山
　
金
碧
の
路

　
此
地
饒
英
雷
巫
　
　
此
地
　
英
雷
巫
饒
る



迭
君
一
爲
別

棲
断
故
郷
情

片
雲
生
極
浦

斜

日
隠
離
亭

坐
看
征
騎
没

惟
見
遠
山
青

君
を
迭
り
て
一
た
び
別
れ
を
爲
さ
ば

棲
断
た
り
故
郷
の
情

片
雲
　
極
浦
に
生
じ

斜

日
　
離
亭
に
隠
る

坐
だ

征
騎
の
没
す
る
を
看

惟
だ

遠
山
の
青
き
を
見
る
　
　
（
全
文
）

　
彰
慶
生
氏
に
よ
る
と
、
「
股
大
」
と
い
う
人
物
は
未
詳
で
あ
る
。
氏
は
こ
の
「
坐
」
に
つ
い
て
も
『
詩
詞
曲
語
辮
匿
鐸
』
巻
四
、
「
坐
、
猶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ぷ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　

徒
也
、
空
也
」
を
引
用
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
「
坐
」
も
「
徒
」
や
「
空
」
と
同
義
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
「
坐
」
と
「
惟
」

と
が
封
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
惟
」
も
同
義
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
坐
」
と
「
惟
」
の
詠
ま
れ
る
両
句
の
内
容
は
、
段
大
の
姿
が
見
え
な
く
な
る
ま
で
見
迭
り
、
姿
が
見
え
な
く
な
っ
て
も
、
ま
だ
そ
こ
に

件
み
、
遠
く
の
山
だ
け
を
見
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
何
も
せ
ず
に
た
だ
時
聞
だ
け
が
過
ぎ
て
い
く
こ
と
が
こ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い

る
と
見
て
取
れ
よ
う
。

　
先
の
「
題
居
延
古
城
贈
喬
十
二
知
之
」
詩
で
は
、
隠
遁
を
望
む
も
そ
れ
が
出
來
ず
に
い
る
状
態
が
、
そ
し
て
、
こ
の
「
逸
股
大
入
蜀
一
詩

で

は
一
，
般
大
」
が
居
な
い
と
い
う
状
態
に
あ
る
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
表
現
さ
れ
て
い
る
内
容
は
異
な
る
が
、
自
身
が
望
ん

で
は

い

な
い
状
態
で
あ
る
と
い
う
黙
に
お
い
て
土
ハ
通
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
、
初
唐
期
の
「
坐
」
と
「
徒
・
空
」
の
封
句
表
現
に
つ
い
て
ま
と
め
た
い
。
ま
ず
、
盧
照
鄭
の
「
干
時
春
也
慨
然
有
江
湖
之
思

寄
此
贈
柳
九
朧
」
詩
は
、
閨
怨
と
異
郷
に
身
を
置
く
客
思
と
が
、
封
句
と
な
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
詩
全
膿
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
い

（49）



る
の
は
、
「
閨
怨
」
や
F
客
思
」
で
は
な
く
、
隠
遁
を
望
む
も
仕
官
を
績
け
る
し
か
な
く
、
そ
の
状
態
の
ま
ま
時
が
過
ぎ
て
い
く
こ
と
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
陳
子
昂
の
「
題
居
延
古
城
贈
喬
十
二
知
之
」
詩
も
、
喬
知
之
が
隠
遁
を
望
む
も
そ
れ
が
出
來
ず
に
い
る
状
態
で
あ
る
様
子
が
表

現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
こ
れ
ま
で
六
朝
詩
及
び
初
唐
の
詩
に
詠
ま
れ
る
「
坐
」
と
「
徒
・
空
」
の
封
句
表
現
を
検
討
し
た
。
六
朝
詩
で
は
、
思
う
人
と
離
れ
ば
な

れ
に

な
っ
た
閨
怨
の
情
、
も
し
く
は
客
思
が
そ
こ
に
詠
ま
れ
て
い
た
。
女
性
側
、
男
性
側
と
そ
れ
ぞ
れ
主
禮
は
異
な
る
が
、
何
も
せ
ず
に
、

時
聞
だ
け
が
た
だ
過
ぎ
て
い
る
と
い
う
状
態
は
共
通
し
て
い
た
。
初
唐
で
は
、
男
性
側
の
客
思
が
詠
わ
れ
、
さ
ら
に
仕
官
を
餅
め
て
隠
遁
し

た

い

が
そ

れ

も
で
き
ず
に
た
だ
時
聞
が
過
ぎ
て
い
く
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。

　
こ
れ
ら
は
一
見
、
異
な
る
内
容
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
共
通
鮎
が
見
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
過
ぎ
ゆ
く
時
聞
の
中
、
自
身
の
望
む

状
態
に

い

な
い
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
望
む
状
態
で
は
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
自
身
の
望
む
状
態
に
な
る
よ
う
に
行
動
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

臼

こ
の
よ
う
な
状
態
の
中
に
あ
っ
て
、
時
の
過
ぎ
ゆ
く
ま
ま
に
何
も
せ
ず
た
だ
そ
こ
に
居
る
の
で
あ
る
。
こ
の
状
態
を
「
坐
」
と
「
徒
．
空
」

の

封
句
に

て
表
現
し
て
い
る
と
解
し
て
い
る
。

　
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
最
後
に
孟
浩
然
の
「
臨
洞
庭
上
張
丞
相
」
詩
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

）
、
孟
浩
然
「
臨
洞
庭
上
張
丞
相
」
－
隠
遁
か
ら
仕
官
へ
ー

　
r
臨
洞
庭
上
張
丞
相
」
詩
の
第
一
句
か
ら
第
四
句
ま
で
の
前
宇
部
分
に
は
、
洞
庭
湖
の
雄
大
な
風
景
が
詠
ま
れ
、
そ
し
て
、
第
五
．
六
句

に

「
欲
濟
無
舟
揖
、
端
居
恥
聖
明
」
と
、
政
界
に
出
よ
う
に
も
そ
の
手
立
て
も
な
く
、
隠
遁
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
こ
と
を
恥
じ
て
い
る
と

詠
う
。
そ
し
て
績
く
第
七
・
八
句
に
て
「
坐
」
と
「
徒
」
の
封
句
表
現
を
用
い
、
「
坐
観
垂
釣
者
、
徒
有
羨
魚
情
」
と
詠
む
。
前
章
に
て
見



て

き
た
例
の
よ
う
に
、
こ
の
「
坐
」
と
「
徒
」
に
よ
り
、
自
身
の
望
ま
ぬ
状
態
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
解
す
な
ら
ば
、
隠
遁
し
て
い
る
こ
の

状
態
に

満
足
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
状
態
で
、
釣
り
を
し
て
い
る
人
（
‖
仕
官
を
願
う
人
）
を
見
る
と
、
無
駄
に

も
た
だ
魚
を
羨
む
（
1
1
仕
官
を
求
め
る
）
氣
持
ち
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
先
の

盧
照
鄭
詩
に
お
い
て
は
隠
遁
を
望
む
情
が
、
ま
た
陳
子
昂
詩
で
は
、
他
郷
に
身
を
置
く
喬
知
之
が
不
本
意
な
状
態
に
あ
り
、
隠
遁
す

る
こ
と
も
で
き
ず
に
た
だ
時
が
過
ぎ
て
い
く
こ
と
が
「
坐
」
と
「
徒
」
に
よ
り
表
現
さ
れ
て
い
た
。
爾
詩
共
に
、
仕
官
し
て
い
る
者
が
隠
遁

を

願

う
も
そ
れ
を
果
た
せ
ず
に
い
る
状
態
に
あ
っ
た
。
だ
が
、
孟
浩
然
の
こ
の
詩
で
は
、
仕
官
し
て
お
ら
ず
隠
遁
し
て
い
る
状
態
に
あ
る
。

よ
っ
て
隠
遁
し
て
い
る
状
態
に
満
足
し
て
い
な
い
と
し
て
解
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
拙
論
「
孟
浩
然
「
臨
洞
庭
上
張
丞
相
」
詩
－
從
來
の
解
繹
に
つ
い
て
－
」
に
お
い
て
す
で
に
述
べ
た
煙
、
日
本
に
お
い
て
こ
の
詩
は
、
前

全
に

比
べ
て
後
宇
が
あ
ま
り
評
債
さ
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
原
因
は
、
前
宇
部
に
て
表
現
さ
れ
る
牡
大
な
自
然
描
寓
に
比
べ
、
後
宇
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

D

自
分
を
取
り
立
て
て
欲
し
い
と
い
う
願
い
が
表
現
さ
れ
て
い
る
た
め
、
「
隠
遁
者
孟
浩
然
」
ら
し
か
ら
ぬ
「
む
き
出
し
の
感
」
や
、
「
み
み
っ
　
臼

ち
さ
」
が
あ
り
、
詩
の
味
わ
い
が
損
ね
ら
れ
る
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
封
し
て
川
合
氏
は
、

雄
大

な
洞
庭
湖
を
描
く
前
宇
か
ら
、
洞
庭
湖
－
渡
り
た
い
ー
舟
が
な
い
と
語
り
纏
い
で
援
引
を
求
め
る
後
孚
に
つ
な
が
る
。
山
水
を
描

v
に
長
じ
た
無
官
の
詩
人
と
は
い
え
、
孟
浩
然
は
終
始
し
て
官
を
求
め
績
け
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
両
面
が
こ
の
詩
に
は
集
約
さ
れ
て

い
誕
・

と
い
う
。
氏
が
言
う
「
爾
面
」
と
は
、
孟
浩
然
の
山
水
詩
人
の
面
と
、
仕
官
を
求
め
る
面
で
あ
る
。

　
川
合
氏
の
言
う
「
爾
面
」
性
に
は
賛
同
す
る
が
、
そ
れ
を
孟
浩
然
が
求
め
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、

こ
の
詩
の
表
現
方
法
に
注



目
し
て
こ
の
詩
の
理
解
を
試
み
た
い
。
こ
の
詩
は
「
坐
」
と
「
徒
」
を
用
い
て
互
文
を
な
し
、
從
來
の
よ
う
に
望
ま
ぬ
状
態
で
何
も
せ
ず
に

過
ぎ
ゆ
く
時
聞
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
「
望
ま
ぬ
状
態
」
は
、
盧
照
鄭
詩
、
陳
子
昂
詩
に
お
い
て
は
「
仕
官

し
て
い
る
状
態
」
で
あ
っ
た
の
に
封
し
、
孟
浩
然
の
こ
の
詩
で
は
そ
の
反
封
の
「
隠
遁
し
て
い
る
状
態
」
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
盧
照
鄭
詩
、

陳
子
昂
詩
と
は
異
な
る
方
向
の
、
仕
官
を
望
む
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。
盧
照
都
詩
、
陳
子
昂
詩
の
例
と
は
異

な
る
方
向
で
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
結
論
を
出
す
の
は
性
急
で
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
こ
の
詩
の
猫
自
性
と

し
て
論
者
は
考
え
て
い
る
。

V
、
お
わ
り
に

　
以
上
、
　
F
坐
」
と
「
徒
・
空
」
が
封
句
に
て
詠
ま
れ
る
場
合
の
そ
の
表
現
内
容
に
つ
い
て
、
六
朝
か
ら
唐
代
の
孟
浩
然
詩
ま
で
検
討
し
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
六
朝
期
の
王
融
と
謝
眺
詩
で
は
、
女
性
側
の
閨
怨
の
情
が
表
現
さ
れ
て
い
た
。
江
滝
詩
で
は
男
性
側
の
客
思
が
表
現
さ
れ

て

い

た
。
そ
し
て
、
初
唐
の
盧
照
鄭
詩
は
、
閨
怨
と
異
郷
に
身
を
置
く
客
思
と
が
、
ち
ょ
う
ど
封
句
と
な
っ
て
表
現
さ
れ
、
詩
全
酷
に
お
い

て

は
、
隠
遁
を
望
む
も
仕
官
す
る
し
か
な
く
、
何
も
せ
ず
に
時
が
過
ぎ
て
い
く
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
陳
子
昴
の
「
題
居
延

古
城
贈
喬
十
二
知
之
」
詩
で
も
、
隠
遁
を
望
む
も
そ
れ
が
出
來
ず
に
い
る
状
態
で
あ
る
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
た
。

　
こ
れ
ら
の
詩
は
、
閨
怨
、
客
思
、
隠
遁
を
望
む
、
と
一
見
異
な
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
そ
う
で
は
な
い
。
閨
怨
と
客

思

は
共
に
愛
し
い
人
と
離
れ
離
れ
に
な
っ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
そ
し
て
異
郷
に
身
を
置
き
、
客
思
が
募
る
状
態
で
あ
っ
て
も
隠
遁
で
き
ず

に

い

る
。
そ
れ
ぞ
れ
自
身
の
望
む
状
態
で
は
な
く
、
そ
の
状
態
の
ま
ま
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ず
に
、
時
が
過
ぎ
て
行
く
だ
け
の
状
態
で
あ

る
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
孟
浩
然
の
「
臨
洞
庭
上
張
丞
相
」
詩
の
後
宇
部
分
、
洞
庭
湖
を
渡
り
た
い
の
に
舟
が
な
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V
渡
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
は
、
仕
官
を
志
す
も
そ
の
願
い
を
叶
え
て
く
れ
る
人
物
が
居
な
い
た
め
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ず
に
そ
の
状

態
に

い

る
。
そ
れ
を
こ
こ
に
表
現
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
よ
っ
て
こ
の
1
I
句
の
　
r
坐
」
と
「
徒
」
に
は
「
た
だ
」
ま
た
は
「
む
な
し
く
」
の
訓
を
當
て
、
「
む
だ
に
も
」
と
い
う
意
に
て
理
解
す
る

こ
と
が
妥
當
と
考
え
る
。
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
む
な
し
く
も
（
む
だ
に
も
）
仕
官
を
求
め
る
だ
け
の
状
態
に
あ
る
こ
と
を
表
現
し
て

い

る
と
解
す
。

　
櫨
照
鄭
、
陳
子
昴
詩
で
は
仕
官
し
て
い
る
状
態
を
不
本
意
な
状
態
と
し
て
い
た
が
、
孟
浩
然
詩
で
は
隠
遁
し
て
い
る
状
態
を
不
本
意
と
す

る
。
こ
の
こ
と
を
認
識
し
た
上
で
孟
浩
然
は
こ
の
作
品
を
詠
ん
だ
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
表

現
者
と
し
て
の
孟
浩
然
の
一
面
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
前
牟
に
は
負
け
な
い
ほ
ど
の
表
現
と
し
て
、
こ
の
後
牟
部

分
の
「
坐
」
と
「
徒
」
の
句
を
大
い
に
評
債
し
得
る
と
考
え
る
。

注（1
）

（2
）

黒

川
洋
一
氏
「
孟
浩
然
「
望
洞
庭
湖
、
贈
張
丞
相
」
詩
に
つ
い
て
」
（
櫻
美
林
大
學
『
中
國
文
學
論
叢
』
第
七
號
、
一
九
七
九
年
、
一
四
五
頁
）
に

「
盛
唐
の
詩
人
、
孟
浩
然
の
詩
の
今
日
に
傳
わ
る
も
の
は
、
古
髄
、
今
膿
合
わ
せ
て
二
百
七
十
首
鹸
り
を
数
え
る
が
、
そ
の
な
か
で
も
と
く
に
名
高
い

も
の
は
、
五
言
紹
句
の
r
春
曉
」
と
、
五
言
律
詩
の
「
望
洞
庭
湖
、
贈
張
丞
相
」
（
洞
庭
湖
を
望
み
、
張
丞
相
に
贈
る
）
と
の
二
つ
の
詩
で
あ
る
」
と

あ
る
。
ま
た
、
前
野
直
彬
・
石
川
忠
久
雨
氏
『
漢
詩
の
解
鐸
と
鑑
賞
事
典
』
（
旺
文
肚
’
　
l
九
七
九
u
r
r
s
版
、
　
l
九
八
o
年
重
版
、
九
四
頁
）
に
も
、

F洞
庭
湖
眸
の
岳
陽
棲
か
ら
の
風
光
は
天
下
の
紹
景
と
さ
れ
、
古
來
多
く
の
詩
人
が
詩
材
に
し
て
い
る
。
こ
の
詩
は
、
杜
甫
の
「
岳
陽
棲
に
登
る
」
と

拉
ぶ
傑
作

と
い
わ
れ
る
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
田
部
井
文
雄
氏
『
唐
詩
三
百
首
詳
解
』
（
上
）
　
（
大
修
館
書
店
、
一
九
八
八
年
、
四
三
頁
）
に
も
同
様
の

記
載
が
あ
る
。

孟
浩
然

「
臨
洞
庭
上
張
丞
相
」
詩
の
研
究
の
一
つ
と
し
て
、
田
部
井
文
雄
氏
『
唐
詩
三
百
首
詳
解
』
（
上
）
　
（
前
掲
書
、
四
l
～
四
三
頁
）
の
書
き
下

し
文
を
引
用
し
た
。
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三
枝
秀
子

「
孟
浩
然

「
臨
洞
庭
上
張
丞
相
」
詩
ー
從
來
の
解
繹
に
つ
い
て
ー
」
「
大
東
文
化
大
學
漢
學
會
誌
』
第
五
十
五
號
、
二
〇
一
六
年
三
月
、
二

七
～
四
八
頁
。

川
合
康
三
『
中
國
名
詩
選
』
中
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
、
一
〇
八
～
l
o
九
頁
。
「
釣
り
を
す
る
人
を
見
な
が
ら
、
魚
を
ほ
し
い
と
思
う
だ
け
で

何
も
實
行
し
な
い
。
「
坐
」
は
何
も
せ
ず
空
し
く
。
「
徒
」
も
い
た
ず
ら
に
、
空
し
く
。
二
句
は
い
わ
ゆ
る
「
互
文
」
の
關
係
に
あ
り
、
意
味
が
重
な

り
合
う
」

李
小
松

『
孟
浩
然
章
鷹
物
詩
選
』
遠
流
出
版
、
一
九
八
八
年
（
毫
潜
版
）
四
九
頁
。
「
只
好
白
白
羨
慕
別
人
釣
到
大
魚
罷
了
」

楊
軍

『
新
諜
孟
浩
然
詩
集
』
三
民
書
局
、
二
〇
一
二
年
（
量
湾
）
、
1
0
三
頁
。
「
徒
然
羨
慕
他
椚
得
魚
」

趙
桂
藩
『
孟
浩
然
集
注
』
旅
游
教
育
出
版
杜
、
　
1
i
I
九
1
U
l
－
、
　
1
1
0
1
頁
。
「
坐
観
：
空
観
、
徒
観
」
「
此
句
「
坐
観
」
之
「
坐
」
與
下
句
「
徒
有
」

之

F徒
」
亦
自
互
文
同
義
」

修
培
基
『
孟
浩
然
詩
集
箋
注
』
上
海
古
籍
出
版
杜
、
　
1
1
0
　
0
　
0
年
、
　
I
O
六
頁
。
『
孟
浩
然
詩
集
』
（
宋
本
）
で
は
「
空
」
に
作
る
。
活
字
本
（
明

『
孟
浩
然
集
』
、
凌
本
（
明
「
孟
浩
然
詩
集
』
）
、
嘉
靖
本
（
明
『
孟
浩
然
集
』
）
な
ど
「
徒
」
に
作
る
と
あ
る
。

六
朝
時
代
に
お
け
る
「
坐
」
　
＋
　
F
徒
・
空
」
の
用
例
は
、
「
先
秦
漢
魏
晋
南
北
朝
詩
・
文
選
」
（
凱
希
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
）
を
使
用
し
た
。
「
坐
」
の

用
例
は
全
三
六
二
例
。
そ
の
内
、
F
坐
」
＋
「
徒
」
は
一
例
o
　
F
坐
」
　
＋
F
空
」
が
四
例
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
『
文
選
索
引
』
に
お
い
て
は
「
坐
」
は
一

1
四
例
o
　
F
坐
」
＋
「
徒
」
は
一
例
o
　
F
坐
」
＋
「
空
」
は
一
例
で
あ
っ
た
。

『
玉
毫
新
詠
』
（
『
玉
吉
室
新
詠
箋
注
』
上
、
中
華
書
局
出
版
、
　
一
九
九
九
年
第
三
版
、
一
六
一
頁
）
で
は
詩
題
が
、
「
同
王
圭
簿
怨
情
」
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
「
生
卒
」
は
『
玉
裏
新
詠
』
『
六
臣
注
文
選
』
と
も
に
「
卒
生
」
と
な
っ
て
い
る
。
「
故
人
心
不
見
」
は
『
玉
墓
新
詠
』
『
六
臣
注
文
選
』
と
も

に

「
故
心
人
不
見
」
と
な
っ
て
い
る
。
「
故
心
人
」
の
解
鐸
は
様
々
あ
る
。
例
え
ば
、
花
房
英
樹
『
文
選
』
四
（
集
英
杜
、
一
九
七
四
年
、
四
二
八
頁
）

に

よ
る
と
「
も
と
の
心
を
持
ち
績
け
る
あ
の
人
は
、
今
こ
こ
に
い
な
い
の
で
、
會
う
こ
と
が
か
な
わ
な
い
」
、
［
私
は
昔
の
ま
ま
の
心
で
、
夫
を
慕
っ

て
い

る
が
、
夫
は
す
で
に
私
の
下
を
去
っ
て
い
る
」
、
F
私
の
も
と
の
ま
ま
の
心
を
、
夫
は
見
て
も
く
れ
な
い
」
と
様
々
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

『
六
臣
注
文
選
』
巻
三
十
に
「
翰
日
、
王
主
簿
、
名
季
哲
」
と
あ
る
。
花
房
英
樹
『
文
選
』
四
（
前
掲
書
、
四
二
六
頁
）
に
「
王
季
哲
の
怨
詩
は
、
今

は
傳
わ
っ
て
い
な
い
」
と
あ
る
。

『
玉
皇
新
詠
』
巷
一
「
古
詩
八
首
そ
の
一
」
の
「
上
山
采
藤
蕪
、
下
山
逢
故
夫
（
山
に
上
り
て
蕨
蕪
を
采
る
、
山
よ
り
下
れ
ば
故
夫
に
逢
ふ
）
」

趙
桂
藩
注
『
孟
浩
然
集
注
』
前
掲
書
、
二
〇
一
頁
。

陳
慶
元
『
漢
魏
六
朝
詩
鑑
賞
欝
典
』
上
海
欝
書
出
版
杜
、
一
九
九
二
年
初
版
・
二
〇
〇
五
年
、
八
一
〇
頁
。
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（2
1
）

（2
2
）

（2
3
）

（2
）

鈴
木
虎
雄
『
玉
墓
新
詠
集
』
中
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
五
年
初
版
・
一
九
九
四
年
六
刷
、
九
l
～
九
三
頁
。

内
田
泉
之
助
『
玉
墓
新
詠
』
上
、
明
治
書
店
、
　
一
九
七
四
年
、
二
八
四
～
二
八
五
頁
。

鈴
木
虎
雄
『
玉
墓
新
詠
集
』
中
、
前
掲
書
、
八
二
～
八
三
頁
。

内
田
泉
之
助
『
玉
墓
新
詠
』
上
、
前
掲
書
、
二
七
八
～
二
七
九
頁
。

『
文

選
』
巻
二
十
七
「
沈
約
宋
書
日
、
建
卒
王
景
素
、
爲
右
將
軍
荊
州
刺
史
、
江
滝
授
景
素
五
纏
」
と
あ
る
。

愈
紹
初
・
張
亜
新
『
江
滝
集
校
注
』
一
九
九
四
年
、
中
州
古
籍
出
版
杜
、
八
頁
～
九
頁
。

r君
」
を
江
滝
の
自
稻
と
し
た
の
は
、
愈
紹
初
・
張
亜
新
『
江
滝
集
校
注
』
（
前
掲
書
、
九
頁
）
に
「
君
：
江
滝
自
稻
」
と
あ
る
に
よ
っ
た
。

愈
紹
初
・
張
亜
新
『
江
滝
集
校
注
』
（
前
掲
書
、
八
～
九
頁
）
に
「
坐
：
空
、
徒
然
」
ま
た
、
陶
文
鵬
『
漢
魏
六
朝
詩
鑑
賞
鮮
典
』
（
前
掲
書
、
九
三

1IMK）
に

も
、
「
空
、
坐
二
字
同
義
、
都
是
「
徒
然
」
的
意
思
」
と
あ
る
。

F玉
柱
」
と
は
『
六
臣
注
文
選
』
巷
二
七
に
「
良
日
玉
柱
王
徽
琴
也
」
、
ま
た
愈
紹
初
・
張
亜
新
『
江
滝
集
校
注
』
（
前
掲
書
、
九
頁
）
に
も
「
柱
：
琴

箏
等
樂
器
的
弦
柱
。
此
代
指
琴
」
と
あ
る
。

李
注

『
文
選
』
巻
二
十
七
に
、
「
沈
約
宋
書
日
、
北
上
苦
塞
行
、
魏
帝
餅
。
又
口
、
羅
敷
監
歌
行
、
古
欝
也
」
と
あ
る
。
ま
た
、
愈
紹
初
・
張
亜
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
A

『
江
滝
集
校
注
』
（
前
掲
書
、
九
頁
）
に
も
、
「
苦
塞
、
監
歌
：
即
「
苦
塞
行
」
和
「
盤
歌
行
」
、
皆
古
曲
名
。
属
樂
府
相
和
歌
、
曹
操
作
有
「
苦
寒
行
」
、
s

或
稻

「
北
上
篇
」
、
「
備
言
氷
雪
渓
谷
之
苦
」
（
『
樂
府
詩
集
』
巷
三
三
）
。
「
藍
歌
行
」
据
『
樂
府
詩
集
』
雀
三
九
所
載
、
多
鴬
夫
婦
傷
別
之
情
」
と
あ

る
。
な
お
「
日
出
東
南
隅
行
」
は
『
玉
毫
新
詠
』
巷
一
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

江
滝
に

は
さ
ら
に
も
う
一
例
「
坐
」
「
空
」
の
封
句
表
現
を
用
い
た
「
遷
陽
亭
」
詩
が
あ
る
。
こ
れ
も
旅
愁
を
詠
じ
た
詩
で
あ
る
。

　
　
桂
枝
空
命
折
　
桂
枝
空
し
く
命
を
折
り

　
　
煙
氣
坐
自
驚
　
煙
氣
坐
し
く
自
ら
驚
く
（
部
分
）

　
命
紹
初
・
張
亜
新
「
江
滝
集
校
注
』
（
前
掲
書
、
五
〇
～
五
一
頁
）
に
よ
る
と
、
こ
の
詩
は
江
滝
が
初
め
て
呉
興
縣
の
縣
境
に
入
っ
た
際
に
詠
ま
れ

た

も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
作
品
は
呉
の
地
に
あ
る
武
夷
山
の
色
彩
豊
か
な
山
水
美
と
嚴
し
い
行
程
を
行
く
様
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

注
七
に

示

し
た
が
、
六
朝
期
に
お
け
る
「
坐
」
と
「
徒
・
空
」
の
用
例
は
調
査
し
た
と
こ
ろ
五
例
確
認
で
き
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
内
四
例
を
畢
げ
た
。

残

る
一
例
は
、
飽
照
（
四
一
二
頃
～
四
六
六
頃
）
の
「
古
書
」
で
あ
る
。

　
　
容
華
不
待
年
　
何
爲
客
遊
梁
　
容
華
年
を
待
た
ざ
る
に
何
爲
ぞ
客
梁
に
遊
ぶ

　
　
九
月
塞
陰
合
　
悲
風
断
君
腸
　
九
月
寒
陰
合
し
悲
風
君
が
腸
を
断
た
し
む



（2
5
）

（2
6
）
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歎
息
空
房
婦
　
幽
思
坐
自
傷
　
歎
息
す
空
房
の
婦
幽
思
坐
し
く
自
ら
傷
む

　
　
螢
心
結
遠
路
　
個
恨
掲
未
央
　
螢
心
　
遠
路
に
結
び
個
恨
し
て
猫
り
未
だ
央
き
ず

　

五
・
六
句
に
「
空
」
と
「
坐
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
「
空
」
は
「
坐
」
と
封
に
な
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
が
、
「
空
」
は
「
房
」
と
熟
語
に
な
り

F誰
も
い
な
い
部
屋
」
の
意
、
つ
ま
り
「
カ
ラ
」
の
意
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
詩
の
内
容
も
、
空
房
を
一
人
守
る
女
性
の
悲
し
み
、
「
閨
怨
詩
」
で
あ

る
。唐

代
の
「
坐
」
の
用
例
調
査
に
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
検
索
サ
イ
ト
「
塞
泉
」
及
び
『
全
唐
詩
」
（
凱
希
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
）
を
使
用
し
た
。
「
坐
」

に

纏

わ
る
用
例
は
、
孟
浩
然
の
當
該
詩
以
外
に
十
八
例
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
内
詳
は
、
「
徒
」
と
併
用
二
例
、
「
惟
」
と
の
併
用
二
例
、
「
唯
」
と
の
併

用
五
例
、
「
只
」
と
の
併
用
1
例
、
　
r
空
」
と
の
併
用
八
例
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
と
用
例
敷
（
算
用
敷
字
）
を
次
に
示
す
と
、

＊

坐
・
徒
　
盧
照
鄭
1
（
本
稿
に
て
検
討
）
・
陳
子
昂
1
（
本
稿
に
て
検
討
）

＊
惟
・
坐
：
陳
子
昂
1
（
本
稿
に
て
検
討
）
・
章
雁
物
1

＊
唯
・
坐
：
章
雁
物
1
・
張
砧
1
・
許
渾
1
・
李
賀
1
・
羅
灘
1

＊
ロ
バ
・
坐
：
方
干
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
G

＊
坐
．
空
：
塞
山
1
．
孟
浩
然
1
．
李
白
2
．
杜
甫
1
・
章
雁
物
1
．
貫
休
1
．
齊
己
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
臼

と
な
る
。
本
稿
に
て
検
討
し
た
用
例
は
、
初
唐
に
見
え
る
も
の
を
⊥
土
と
し
、
孟
浩
然
の
當
該
詩
ま
で
の
愛
遷
を
見
て
い
っ
た
。
よ
っ
て
、
盛
唐
以
後

の

用
例
に
つ
い
て
、
検
討
が
必
要
と
考
え
る
が
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

李
雲
逸

『
盧
照
鄭
集
校
注
』
一
九
九
八
年
、
中
華
書
局
、
五
八
頁
。
祀
尚
書
「
盧
照
鄭
集
箋
注
」
（
一
九
九
四
年
、
上
海
古
籍
出
版
杜
、
六
二
頁
）
で

は
、
威
亨
二
年
（
！
〈
七
　
1
）
春
、
作
者
が
新
都
尉
に
就
い
て
い
た
と
き
の
作
と
さ
れ
る
。

祝
筒
書

『
盧
照
都
集
箋
注
』
前
掲
書
、
六
三
頁
。
な
お
『
玉
量
新
詠
』
で
は
「
留
別
妻
一
首
」
と
題
し
て
い
る
。

彰
慶
生
『
陳
子
昂
集
校
注
」
黄
山
書
杜
、
　
1
1
0
1
五
年
、
二
四
五
頁
。
ま
た
、
中
尾
一
成
「
陳
子
昂
垂
撲
二
年
出
征
考
」
（
五
）
で
も
同
年
の
作
と

し
、
詳
細
に
詩
の
内
容
を
検
討
し
て
い
る
。
『
千
里
山
文
學
論
集
』
第
七
二
號
、
關
西
大
學
大
學
院
文
學
研
究
科
、
二
〇
〇
四
年
、
九
四
～
1
O
O
頁
。

中
尾
一
成
「
陳
子
昂
垂
撲
二
年
出
征
考
」
（
十
五
）
『
千
里
山
文
學
論
集
』
第
八
二
號
、
關
西
大
學
大
學
院
文
學
研
究
科
、
二
〇
〇
九
年
、
十
1
頁
。

彰
慶
生
『
陳
子
昂
集
校
注
』
前
掲
書
、
二
四
六
頁
。
張
相
『
詩
詞
曲
語
欝
匪
繹
』
（
下
）
　
（
一
九
六
三
年
、
中
華
書
局
、
四
一
　
l
頁
）
に
「
坐
猶
徒
也

空
也
柾
也
」
と
あ
る
。
な
お
彰
氏
は
張
相
『
詩
詞
曲
語
詞
匪
繹
』
と
記
し
て
い
る
が
、
「
詞
」
を
「
欝
」
に
記
し
た
。

彰
慶
生
『
陳
子
昂
集
校
注
』
前
掲
書
、
三
七
四
頁
。
氏
は
こ
の
詩
の
制
作
時
期
を
天
授
元
年
（
六
九
〇
）
前
後
の
作
と
し
て
い
る
。
張
相
『
詩
詞
曲



　
　
　
語
辞
匿
稗
』
（
下
）
　
（
前
掲
書
、
四
＝
頁
）
に
「
坐
猶
徒
也
空
也
柾
也
」
と
あ
る
。
な
お

　
　
　
て
い
る
。
ま
た
同
書
で
は
「
禺
山
金
碧
路
」
を
、
「
蜀
山
金
碧
地
」
と
し
て
い
る
。

（
3
）
　
拙
論
「
孟
浩
然
「
臨
洞
庭
上
張
丞
相
」
詩
ー
從
來
の
解
繹
に
つ
い
て
ー
」
、
前
掲
論
文
。

（
3
3
）
　
川
合
康
三
『
新
編
中
國
名
詩
選
』
中
、
前
掲
書
、
一
一
〇
頁
。

r惟
」
は
彰
慶
生
『
陳
子
昂
集
校
注
』
で
は
r
唯
」
に
な
っ

（57）


