
杜
牧

「
贈

別
」
詩
其
二
解
鐸
考
1
「
還
」
字
を
中
心
に
ー鈴

木
拓
也

　
　
　
　
　
　
は
じ
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　

杜
牧
「
贈
別
」
詩
二
首
は
、
杜
牧
の
迭
別
詩
の
代
表
作
と
言
え
る
七
言
紹
句
で
あ
る
。
こ
の
二
首
は
日
本
に
お
い
て
複
敷
の
研
究
者
が
解

繹

を
行
っ
て
い
る
。
い
ま
、
そ
の
全
文
を
提
示
し
た
い
。

　

　

　

贈

別

其
一
　
杜
牧
　
　
別
れ
に
贈
る
其
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
う
ほ
う
　
じ
よ
う
じ
よ
う

（

起
）
　
娚
婚
裏
裏
十
三
鹸
　
　
娚
娚
裏
裏
た
り
十
三
齢
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
う
こ
う
　
し
よ
う
と
う

（

承
）
壼
蓬
梢
頭
二
月
初
　
＋
豆
慈
の
梢
頭
二
月
の
初
め

（

輔
）
春
風
十
里
揚
州
路
　
春
風
十
里
揚
州
の
路

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゆ
れ
ん

（

結
）
巻
上
珠
簾
線
不
如
　
珠
簾
を
巻
き
上
ぐ
る
も
線
て
如
か
ず

　

　

　

贈

別

其
二

　

杜

牧

　

　

別
れ
に

贈

る
其
の
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
へ

（
起
）
多
情
卸
似
紹
無
情
　
多
情
は
御
っ
て
似
た
り
線
べ
て
無
情
な
る
に
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（承
）
　
惟
　
畳
　
鱒

（韓
）
　
蠣
　
燭
　
有

（結
）
　
替
　
人
　
垂

涙心前
到還笑
天惜不
明別成

　
　
　
　
　
そ
ん
ぜ
ん

惟
だ

畳
ゆ
　
罎
前
　
笑
ひ
の
成
ら
ざ
る
を

蟻
燭
　
心
有
り
　
還
っ
て
　
別
れ
を
惜
し
み

人
に

替

は
り
て
涙
を
垂
れ
て
天
明
に
到
る

　
其
一
で
は
、
杜
牧
が
誰
と
の
別
れ
の
席
に
臨
み
、
こ
の
詩
を
贈
っ
た
の
か
、
い
つ
何
庭
で
の
別
れ
な
の
か
等
、
こ
の
二
首
が
詠
ま
れ
た
状

況
を
讃
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
。

　
起
句
の
「
娚
娚
」
と
「
裏
裏
」
は
、
女
性
の
容
貌
や
姿
態
の
美
し
さ
を
表
現
す
る
語
で
あ
る
。
杜
牧
の
「
張
好
好
」
詩
に
は
、
當
時
の
有

名
な
妓
女
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
序
文
に
「
好
好
、
年
十
三
（
好
好
は
、
十
三
歳
で
あ
る
）
」
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
「
贈
別
」
其
一
の

起
句

r十
1
1
1
鹸
　
J
と
符
合
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
二
首
は
、
杜
牧
が
張
好
好
本
人
か
、
そ
の
他
の
妓
女
と
別
れ
の
席
を
設
け
、
そ
こ
で
詠
ん

だ

詩
で

あ
る
と
解
繹
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
承
句
の
コ
一
月
初
」
、
轄
句
の
F
揚
州
」
の
語
か
ら
、
こ
の
詩
が
詠
ま
れ
た
の
は
、
二
月
初
め

の

揚
州
で
あ
る
こ
と
が
明
確
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
詩
は
、
二
月
の
初
め
に
杜
牧
が
揚
州
を
離
れ
る
こ
と
に
な
り
、
お
氣
に
入
り
の

妓
女

と
別
れ
の
席
を
設
け
、
そ
の
際
に
贈
っ
た
詩
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

　
績
く
其
二
で
は
、
別
れ
の
席
に
い
る
杜
牧
と
妓
女
の
様
子
が
詳
細
に
描
寓
さ
れ
て
い
る
。
起
句
・
承
句
に
は
杜
牧
と
妓
女
が
向
か
い
A
ロ
い
、

感
極
ま
っ
て
身
動
き
I
つ
と
れ
な
い
様
子
が
描
か
れ
、
輔
句
・
結
句
に
は
、
宴
席
に
燈
る
蟻
燭
の
溶
け
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
ま
た
「
贈
別
」
詩
其
二
は
、
其
一
と
比
べ
多
く
の
表
現
技
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
轄
句
の
「
蟻
燭
有
心
（
蠣
燭
に
は
心
が
有

る
）
」
は
、
蠣
燭
の
「
芯
」
と
人
の
有
す
る
「
心
」
が
同
音
で
有
る
こ
と
を
用
い
、
隻
關
語
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
結
句
の
「
替
人
垂

涙

（人
に

替
わ
っ
て
涙
を
流
す
）
」
は
、
蝋
燭
が
溶
け
て
垂
れ
る
様
子
を
涙
に
見
立
て
る
こ
と
で
、
蠣
燭
と
い
う
景
物
を
擬
人
化
し
て
い
る
。

　
蠣
燭

を
人
に
擬
え
る
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
轄
句
・
結
句
「
蝋
燭
有
心
還
惜
別
　
替
人
垂
涙
到
天
明
」
を
、
最
新
の
杜
牧
詩
謹
注
本
で
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ア
ニ

あ
る
松
浦
友
久
・
植
木
久
行
両
氏
の
『
杜
牧
詩
選
』
は
次
の
よ
う
に
詳
し
て
い
る
。

　
　
ろ
う
そ
く
は
、
意
外
に
も
別
れ
を
惜
し
む
、
や
さ
し
い
心
を
持
つ
か
の
よ
う
。

　
　
獣
然

と
向
き
あ
う
二
人
に
代
わ
っ
て
、
夜
が
白
み
ゆ
く
ま
で
、
熱
い
涙
を
流
し
て
v
れ
る
。

こ
の
謹
で
注
目
し
た
い
の
は
、
「
還
」
字
の
謹
に
相
當
す
る
「
意
外
に
も
」
で
あ
る
。
こ
の
詩
の
「
還
」
字
は
、
解
稗
に
お
い
て
輔
節
・
屈

折
・
意
外
性
の
意
味
で
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
松
浦
・
植
木
両
氏
の
よ
う
に
「
意
外
に
も
、
か
え
っ
て
」
と
翻
詳
す
る
こ
と
が
圭
流
と

な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
還
」
字
の
役
割
は
、
轄
句
の
前
宇
「
蝋
燭
有
心
（
蟷
燭
に
は
心
が
有
る
）
」
と
後
李
「
惜
別
（
別
れ
を
惜

し
む
）
」
の
關
係
に
、
輔
節
や
意
外
性
が
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
「
蝦
燭
に
心
が
有
る
」
こ
と
と
、
そ
の
蠣
燭
が
「
別
れ
を
惜
し
む
」
こ
と
に
、
そ
も
そ
も
意
外
性
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
「
蟻
燭
に

心
が

あ
る
」
か
ら
、
「
別
れ
を
惜
し
む
」
こ
と
が
で
き
、
も
し
蟻
燭
に
心
が
な
け
れ
ば
、
別
れ
を
惜
し
む
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、

「
蝋
燭
に
心
が
有
る
」
こ
と
と
「
別
れ
を
惜
し
む
」
こ
と
に
は
因
果
關
係
は
あ
っ
て
も
、
「
還
」
字
の
表
す
よ
う
な
意
外
性
は
な
い
の
で
な
い

か
o
近
膿
詩
の
原
則
を
破
る
こ
と
に
な
る
が
、
む
し
ろ
轄
句
中
に
「
還
」
字
が
な
け
れ
ば
、
蹟
く
こ
と
な
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
だ

が
、
實
際
の
轄
句
に
「
還
」
字
が
あ
る
以
上
、
こ
の
一
字
は
作
品
の
中
で
大
き
な
意
味
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
詩
の
轄
句
に
つ
い
て
、

こ
れ
ま
で
に
山
内
春
夫
氏
、
荒
井
健
氏
、
目
加
田
誠
氏
、
高
橋
良
行
氏
、
田
部
井
文
雄
氏
、
松
浦
友
久
・
植
木
久
行
両
氏
、
川
合
康
三
氏
が

そ

れ
ぞ

れ
解
鐸
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
解
稗
は
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
。

　
そ

こ
で
本
論
考
で
は
、
ま
ず
「
贈
別
」
詩
其
二
解
鐸
の
問
題
の
要
で
あ
る
、
輔
句
「
蠣
燭
有
心
還
惜
別
」
に
封
す
る
從
來
の
解
繹
を
整
理

し
、
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
上
で
「
贈
別
」
其
二
の
新
た
な
解
鐸
を
提
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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第
一
章
　
從
來
の
解
鐸
の
整
理
と
問
題
の
所
在

　
前
述
の

通

り
、
杜
牧
の
「
贈
別
」
詩
其
二
は
、
八
名
の
先
達
に
よ
っ
て
解
繹
及
び
通
繹
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
章
で
は
輔
句
「
蟻
燭
有

心
還
惜
別
（
蠣
燭
心
有
り
還
っ
て
別
れ
を
惜
し
み
）
」
の
「
還
」
字
に
注
覗
し
つ
つ
、
先
達
の
解
繹
及
び
通
鐸
の
差
異
を
整
理
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

　
’
－
　
山
内
春
夫
氏

　
山
内
氏
は
、
そ
の
論
著
で
「
贈
別
」
詩
其
二
の
轄
句
・
結
句
を
次
の
よ
う
に
書
き
下
し
て
い
る
。
「
蝦
燭
　
心
有
り
　
還
た
　
別
れ
を
惜

し
み
　
人
に
替
り
て
涙
を
垂
れ
て
天
明
に
到
る
」
そ
の
上
で
、
氏
は
「
贈
別
」
詩
二
首
を
月
の
よ
う
に
解
説
す
る
。

　
　
蠣
の
し
ず
く
を
涙
に
た
と
え
て
（
梁
の
沈
約
「
雑
詩
」
、
陳
の
後
主
「
自
君
之
出
　
六
首
」
な
ど
に
そ
の
早
い
用
例
が
み
え
る
）
惜
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

幻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

b

　
　
の

情
を
表
し
た
第
二
首

氏

は
、
こ
の
詩
の
特
徴
と
し
て
蟻
燭
の
し
ず
く
が
涙
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
表
現
に
は
出
典
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
れ
以
外
に
語
注
や
通
繹
を
付
し
て
い
な
い
。
「
還
」
字
を
「
ま
た
」
と
訓
じ
た
際
、
動
作
の
反
復
を
表
す
場
合
と
、
程
度
の
深
刻
化

を
表
す
場
合
が
あ
る
が
、
氏
が
ど
ち
ら
で
理
解
し
て
い
た
の
か
は
、
著
書
の
中
か
ら
は
讃
み
解
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

h
　
荒
井
健
氏

　
荒
井
氏
は
そ
の
著
書
で
「
贈
別
」
詩
其
二
の
轄
句
・
結
句
を
次
の
よ
う
に
書
き
下
し
・
通
鐸
し
て
い
る
。

　
　
蟷
燭
に

心
有
り
　
還
た
別
れ
を
惜
し
み
　
（
か
た
わ
ら
の
蠣
燭
も
ま
た
や
は
り
別
れ
を
惜
し
む
心
を
持
つ
の
だ
。
）

　
　
人
に

替

り
て
涙
を
垂
れ
　
天
明
に
到
る
　
（
わ
た
し
た
ち
に
代
っ
て
夜
の
白
む
ま
で
涙
を
流
し
て
く
れ
る
。
）

氏
は
先
の
山
内
氏
と
同
様
、
轄
句
「
還
」
字
を
「
ま
た
」
と
訓
讃
し
、
r
ま
た
や
は
り
」
と
謹
し
て
い
る
。



蝦
燭
は

人

と
同
様
に
別
れ
を
惜
し
む
心
を
持
つ
存
在
で
あ
る
こ
と
を
、
「
還
」
字
が
表
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
氏
は

F還
」
字
に
次
の
よ
う
な
説
明
を
し
て
い
る
。

　
　
「
還
」
は
こ
こ
で
は
、
さ
ら
に
ま
た
・
や
は
り
の
両
義
を
含
む
。
現
代
中
國
語
の
用
法
と
ほ
ぼ
お
な
じ
。

「
還
」
字
の
解
繹
に
封
す
る
氏
の
見
解
が
示
さ
れ
た
説
明
で
は
あ
る
が
、
な
ぜ
「
ま
た
」
と
訓
讃
し
た
の
か
、
な
ぜ
「
さ
ら
に
ま
た
・
や
は

り
」
の
両
義
で
解
鐸
す
る
に
至
っ
た
の
か
、
そ
の
経
緯
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

　

血
　
目
加
田
誠
氏

　
目
加
田
氏
は
そ
の
謹
本
に
お
い
て
、
輔
句
に
つ
い
て
注
繹
を
付
し
て
は
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
轄
句
’
結
句
の
書
き
下
し
文
と
通
繹
か
ら
、

「
還
」
字
の
解
輝
を
推
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
書
き
下
し
文
及
び
通
鐸
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
蝦
燭
　
心
有
り
　
還
っ
て
　
別
れ
を
惜
し
み
　
（
蟻
燭
も
別
れ
を
惜
し
む
心
が
あ
る
の
か
）

　
　
人
に

替
わ
っ
て
涙
を
垂
れ
て
天
明
に
到
る
　
　
（
人
に
か
わ
っ
て
夜
ど
お
し
涙
を
流
し
て
い
る
）

こ
の
書
き
下
し
に
は
、
先
の
山
内
・
荒
井
両
氏
と
明
確
に
異
な
る
鮎
が
あ
る
。
「
還
」
字
を
目
加
田
氏
は
「
か
え
っ
て
」
と
訓
讃
し
、
山
内

氏
は

「
ま
た
」
と
訓
讃
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
轄
句
の
「
還
」
字
は
「
ま
た
」
と
「
か
え
っ
て
」
二
通
り
の
解
繹
が
可
能
で

あ
る
こ
と
が
提
示
さ
れ
た
。

　
こ
の
目
加
田
氏
の
新
た
な
解
鐸
「
還
（
か
え
っ
て
）
」
に
封
雁
す
る
謹
語
は
、
「
～
も
…
の
か
」
と
い
う
箇
所
が
「
還
（
か
え
っ
て
）
」
の

謹
語
に

當
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
～
も
」
は
、
同
種
の
も
の
を
列
畢
す
る
際
に
用
い
る
語
で
あ
り
、
「
蠣
燭
」
に
も
人
と
同
様
に
心
が
あ
る

こ
と
を
列
翠
し
て
い
る
。
「
…
の
か
」
は
疑
問
の
助
詞
を
用
い
て
の
感
嘆
を
表
す
語
で
あ
る
。
「
蠣
燭
」
に
も
人
と
同
様
に
心
が
あ
る
こ
と
に

感
嘆
し
た
、
驚
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
目
加
田
氏
は
、
「
還
」
字
の
表
す
意
外
性
の
封
象
を
「
蠣
燭
に
別
れ
を
惜
し
む
心
が

あ
る
」
こ
と
で
あ
る
と
理
解
し
、
通
鐸
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
氏
の
通
鐸
の
問
題
黙
を
皐
げ
れ
ば
、
原
文
の
語
順
と
差
異
が
生
じ
て
い
る
こ
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と
で
あ
る
。
氏
は
「
別
れ
を
惜
し
む
心
が
あ
る
」
と
謹
し
「
別
れ
を
惜
し
む
」
を
「
心
」
の
修
飾
語
と
し
て
扱
っ
て
い
る
が
、
原
文
で
は

F有
心
還
惜
別
」
と
な
っ
て
お
り
、
「
心
が
有
る
」
と
い
う
状
態
と
「
別
れ
を
惜
し
む
」
と
い
う
行
爲
は
個
別
の
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
ロ

　
゜
W
　
　
古
同
垢
桐
中
氏
V
氏

　
高
橋
氏
は
轄
句
・
結
句
を
次
の
よ
う
に
書
き
下
し
・
日
本
語
詳
し
て
い
る
。

　
　
蠣
燭
心
有
り
　
還
っ
て
別
れ
を
惜
し
み
　
（
た
だ
蠣
燭
だ
け
が
心
あ
る
の
か
、
か
え
っ
て
別
れ
を
惜
し
み
、
）

　
　
人
に

替
は

り
て
涙
を
垂
れ
て
天
明
に
到
る
　
　
（
私
に
代
わ
っ
て
明
け
方
に
至
る
ま
で
涙
を
垂
れ
て
い
る
）

氏
は
前
述
の
目
加
田
氏
と
同
様
に
「
還
」
字
を
「
か
え
っ
て
」
と
解
繹
し
、
次
の
よ
う
な
語
注
を
付
し
て
い
る
。

　
　
か

え
っ
て
。
意
外
に
も
。
こ
の
字
の
副
詞
的
用
法
で
は
、
「
ふ
た
た
び
・
や
は
り
」
の
意
味
に
な
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
こ
で
は
、
屈

　
　
折
・
轄
折
を
示
す
用
法
。
鐸
大
典
の
『
詩
語
解
』
（
巻
上
）
に
は
、
「
不
可
然
、
而
然
之
欝
（
然
る
べ
か
ら
ず
、
而
し
て
然
る
の
辞
）
」

　
　
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
第
一
句
の
「
剤
」
と
同
じ
。

高
橋
氏
は
轄
句
の
「
還
」
字
を
「
ま
た
」
と
訓
じ
、
「
ふ
た
た
び
・
や
は
り
」
と
詳
す
べ
き
で
は
な
く
、
F
屈
折
・
轄
節
」
と
い
っ
た
、
意
外

性
を
表
す
語
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。

　
そ

の

語
注

を
踏
ま
え
、
氏
は
轄
句
を
「
た
だ
蝦
燭
だ
け
が
心
あ
る
の
か
、
か
え
っ
て
別
れ
を
惜
し
み
、
」
と
謹
し
て
い
る
。
先
の
目
加
田

氏
の
諜
「
蝦
燭
も
別
れ
を
惜
し
む
心
が
あ
る
の
か
」
と
比
較
し
て
み
る
と
、
類
似
鮎
が
多
く
、
F
た
だ
蟷
燭
だ
け
が
心
あ
る
の
か
」
か
ら
は
、

蝋
燭

と
い
う
本
來
心
な
き
物
に
心
が
あ
る
こ
と
へ
の
意
外
性
を
詳
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
1
方
で
、
目
加
田
氏
謹
に
は
な
い
「
た

だ

蠣
燭
だ

け
が
」
と
い
う
限
定
の
表
現
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
詩
の
原
文
に
な
い
限
定
表
現
を
な
ぜ
詳
に
付
加
し
た
の
か
説
明
さ
れ
て
い
な

い
o
こ
の
限
定
表
現
が
あ
る
こ
と
で
、
高
橋
氏
が
、
軍
に
蝋
燭
に
心
が
あ
る
こ
と
が
意
外
な
の
で
は
な
く
、
別
れ
の
席
で
蝋
燭
に
だ
け
心
が

あ
る
こ
と
が
意
外
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
讃
み
取
れ
る
。
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フ
ニ

　
v
　
田
部
井
文
雄
氏

　
田
部
井
氏
は
、
「
還
」
字
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
注
鐸
を
付
し
て
い
る
。

　
　
（
感
情
を
持
た
な
い
は
ず
の
ろ
う
そ
く
が
）
か
え
っ
て
、
意
外
に
も
。
副
詞
的
用
法
の
語
と
し
て
は
、
「
ま
た
」
「
な
ほ
」
な
ど
の
訓
に

　
　
從
い
、
「
ふ
た
た
び
・
や
は
り
」
の
意
に
用
い
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
第
一
句
の
r
却
」
と
ほ
ぼ
同
義
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

田
部
井
氏
も
目
加
田
氏
や
高
橋
氏
の
よ
う
に
、
「
還
」
字
を
轄
節
・
意
外
性
の
意
味
と
し
て
解
繹
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
感
情
を
持
た
な
い

蝋
燭
に

心
が

あ
る
こ
と
が
意
外
な
事
柄
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
。
さ
ら
に
輔
句
・
結
句
を
次
の
よ
う
に
通
鐸
し
て
い
る
。

　
　
二
人
を
照
ら
す
ろ
う
そ
く
だ
け
が
、
感
情
を
持
っ
て
い
て
、
か
え
っ
て
別
離
を
惜
し
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
、
わ
た
し
に
代
わ
っ
て
、

　
　
し
き
り
に
涙
の
よ
う
な
、
ろ
う
の
し
ず
く
を
、
夜
明
け
ま
で
し
た
た
ら
せ
て
い
る
の
だ
。

　
田

部
井
氏
は
、
「
還
」
字
を
轄
節
・
意
外
性
を
表
す
言
葉
と
し
て
解
鐸
し
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
轄
句
を
謹
し
て
い
る
。
だ
が
そ
の
解
鐸
と

謹
に

食
い
違
い
が
生
じ
て
い
る
。
諜
で
は
、
「
ろ
う
そ
く
だ
け
が
感
情
を
持
っ
て
い
て
」
と
あ
り
、
蝋
燭
に
感
情
が
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ

て
、
意
外
性
を
表
す
「
か
え
っ
て
」
に
績
い
て
い
る
。
一
方
、
氏
の
注
鐸
t
g
　
F
（
感
情
を
持
た
な
い
は
ず
の
ろ
う
そ
く
が
）
か
え
っ
て
、
意

外
に
も
」
と
あ
る
よ
う
に
、
蠣
燭
に
感
情
が
な
い
こ
と
が
前
提
と
な
り
、
「
か
え
っ
て
」
に
績
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
蝋
燭
に

封
す
る
前
提
の
違
い
は
、
ど
ち
ら
が
よ
い
の
か
o
ま
た
、
氏
の
轄
句
の
詳
に
も
前
後
で
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
。
感
情
を
持
つ
蝦
燭
が
、
　
F
か

え

っ

て

（意
外
に
も
）
別
れ
を
惜
し
ん
で
い
る
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
前
宇
の
蝦
燭
に
感
情
（
心
）
が
あ
る
こ
と
と
、
後
宇
の
別
れ
を
惜
し

む

こ
と
に
は
、
「
か
え
っ
て
」
で
表
す
よ
う
な
意
外
性
は
な
い
。
こ
の
ず
れ
を
解
消
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
’
s
　
松
浦
友
久
氏
・
植
木
久
行
氏

　
松
浦
・
植
木
爾
氏
は
「
還
」
字
に
つ
い
て
、
「
豫
想
に
反
し
て
の
意
。
『
却
』
の
類
語
。
」
と
い
う
語
繹
を
付
し
て
お
り
、
「
屈
折
・
轄
節
・

意
外
性
」
の
意
と
し
て
捉
え
る
黙
で
、
目
加
田
・
高
橋
・
田
部
井
三
氏
の
解
繹
と
同
様
で
あ
る
。
こ
の
解
鐸
に
よ
る
、
轄
句
の
詳
は
先
に
翠
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げ
た
よ
う
に
「
ろ
う
そ
く
は
、
意
外
に
も
別
れ
を
惜
し
む
、
や
さ
し
い
心
を
持
つ
か
の
よ
う
」
で
あ
る
。
こ
の
謹
に
は
、
前
の
三
氏
に
な
い

部
分
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
蟻
燭
が
別
れ
を
惜
し
ん
だ
」
と
い
う
行
爲
に
、
氏
は
意
外
性
を
請
み
取
り
「
還
」
字
を
詳
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

景
物
の
一
つ
で
あ
る
蠣
燭
に
心
や
感
情
が
あ
る
こ
と
に
意
外
性
が
あ
る
と
し
て
解
鐸
し
て
き
た
前
述
の
三
氏
と
は
一
線
を
圭
旦
す
る
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
新
た
な
解
繹
の
爲
か
、
轄
句
F
有
心
」
の
謹
が
通
鐸
の
後
牛
に
あ
り
、
原
文
の
語
順
と
異
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ど
　

　
遠

　
川
合
康
三
氏

　
川
合
氏
は
「
還
」
字
に
つ
い
て
、
語
注
を
設
け
て
は
い
な
い
。
そ
の
た
め
書
き
下
し
や
謹
を
も
と
に
氏
の
解
繹
を
考
え
た
い
。

　
　
蟻
燭
心
有

り
て
還
た
別
れ
を
惜
し
み
　
（
ろ
う
そ
く
に
も
芯
（
心
）
が
あ
っ
て
別
れ
を
惜
し
む
の
か
）

　
　
人
に

替
わ
り
て
涙
を
垂
れ
て
　
天
明
に
到
る
　
（
人
に
代
わ
っ
て
夜
が
白
む
ま
で
涙
を
流
し
て
v
れ
る
。
）

氏

は
こ
の
よ
う
に
轄
句
・
結
句
を
課
し
て
い
る
。
こ
の
謹
は
、
目
加
田
氏
の
「
蟻
燭
も
別
れ
を
惜
し
む
心
が
あ
る
の
か
」
と
い
う
諜
に
通
じ

る
よ
う
に
見
え
る
、
し
か
し
、
川
合
氏
の
「
還
」
字
の
訓
は
「
ま
た
」
で
あ
り
、
山
内
氏
・
荒
井
氏
と
共
通
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
還
」
字

を
「
ふ
た
た
び
・
や
は
り
」
の
意
味
に
て
解
繹
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
そ
の
よ
う
に
し
た
の
は
、
轄
句
の
前
宇
「
ろ
う
そ
く
に
も
芯

（
心
）
が
あ
っ
て
」
と
後
宇
の
「
別
れ
を
惜
し
む
の
か
」
を
順
接
的
な
關
係
と
理
解
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
七
つ
の
謹
注
に
お
け
る
「
還
」
字
の
解
繹
と
、
轄
句
・
結
句
の
詳
を
畢
げ
私
見
を
述
べ
た
が
、
こ
れ
ら
を
整
理
す
る
と
、
凡
そ
二

鮎
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

　
一
黙
は
、
轄
句
の
「
還
」
字
の
解
繹
は
、
二
通
り
に
別
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
山
内
氏
・
荒
井
氏
・
川
合
氏
は
、
「
還
」
字
を
動
作
の

反
復
や
程
度
の
深
刻
化
を
表
す
語
と
し
て
解
鐸
し
た
。
そ
の
爲
「
ま
た
」
と
訓
讃
し
、
F
さ
ら
に
ま
た
・
や
は
り
」
と
謹
し
k
J
O
　
1
方
、
目

加

田
氏
・
高
橋
氏
・
田
部
井
氏
・
松
浦
氏
・
植
木
氏
は
、
「
還
」
字
を
屈
折
・
輔
節
・
意
外
性
を
表
す
語
と
し
て
解
繹
し
た
。
そ
の
爲
「
か

え

っ

て
」
と
訓
讃
し
、
F
か
え
っ
て
・
意
外
に
も
」
と
謹
し
た
。
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こ
の
よ
う
に
「
還
」
字
の
解
鐸
は
、
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
に
も
關
わ
ら
ず
、
隻
方
共
に
解
繹
の
安
當
性
が
十
分
に
説
明
さ
れ
て

い

な
い
。
さ
ら
に
、
他
方
の
解
鐸
を
直
接
批
評
す
る
こ
と
も
せ
ず
、
二
つ
の
解
輝
が
共
存
し
て
い
る
。

　
も
う
一
貼
は
、
轄
句
の
諜
に
「
還
」
字
の
意
味
を
反
映
し
た
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
に
差
異
が
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
「
還
」
字
を
「
ま
た
」

と
訓
讃
す
る
、
荒
井
氏
と
川
合
氏
の
聞
に
は
、
次
の
よ
う
な
差
異
が
あ
る
。
荒
井
氏
は
蟷
燭
が
人
と
同
様
に
心
を
持
つ
こ
と
を
「
や
は
り
」

と
い
う
謹
で
強
調
し
て
い
る
。
川
合
氏
の
謹
に
は
「
や
は
り
」
の
語
が
な
い
も
の
の
、
蠣
燭
に
人
と
同
様
に
心
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
、

そ

の

蝋
燭
が
別
れ

を
惜
し
む
こ
と
を
「
や
は
り
」
と
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
讃
み
取
れ
る
。

　
「
還
」
字
を
「
か
え
っ
て
」
と
訓
讃
す
る
、
五
氏
の
聞
に
も
差
異
は
存
在
す
る
。
そ
の
差
異
と
は
、
轄
句
の
表
現
の
中
で
、
何
を
當
然
の

事
象
と
し
て
前
提
に
し
、
何
を
前
提
か
ら
ず
れ
た
意
外
な
事
象
と
す
る
か
で
あ
る
。
目
加
田
氏
は
、
本
來
蟻
燭
は
景
物
で
あ
り
、
心
を
持
た

な
い
こ
と
を
前
提
に
し
、
そ
の
蟻
燭
に
心
が
あ
る
こ
と
を
意
外
な
事
象
と
捉
え
て
い
る
。
高
橋
氏
は
、
別
れ
の
席
の
は
ず
な
の
に
何
の
心
も

な
い
状
況
を
前
提
に
し
て
、
そ
の
場
で
蝦
燭
に
だ
け
心
が
あ
る
と
い
う
状
況
に
意
外
性
を
見
出
し
て
い
る
。
田
部
井
氏
は
、
語
注
で
は
目
加

田
氏
と
同
じ
よ
う
に
本
來
蝿
燭
は
景
物
で
あ
り
、
心
を
持
た
な
い
こ
と
を
前
提
に
し
、
そ
の
蠣
燭
に
心
が
あ
る
こ
と
を
意
外
な
事
象
と
捉
え

る
見
解
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
謹
を
見
る
限
り
、
別
れ
の
席
で
蝦
燭
だ
け
が
心
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
蟻
燭
が
別
れ
を

惜

し
む
こ
と
に
意
外
性
を
見
出
し
て
い
る
。
松
浦
・
植
木
雨
氏
は
、
蝋
燭
が
別
れ
を
惜
し
む
行
爲
に
意
外
性
を
讃
み
取
っ
て
い
る
。
そ
の
前

提

は
、
恐
ら
く
目
加
田
氏
と
同
様
に
本
來
蠣
燭
は
景
物
で
あ
り
、
心
を
持
た
な
い
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ

　
更

に
、
中
國
に
お
け
る
解
鐸
を
1
つ
提
示
し
て
み
た
い
。
上
海
欝
書
出
版
冠
『
唐
詩
鑑
賞
欝
典
」
の
「
贈
別
」
詩
二
首
の
項
で
は
、
轄
句

を

「
燭
芯
却
愛
成
了

『
惜
別
』
之
心
（
蠣
燭
の
芯
は
意
外
に
も
「
別
れ
を
惜
し
む
」
心
に
愛
わ
っ
た
の
だ
）
」
と
解
鐸
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

蝦
燭
に

芯
が

あ
る
の
は
前
提
で
あ
っ
て
、
そ
の
芯
が
別
れ
を
惜
し
む
心
に
愛
化
し
た
こ
と
が
意
外
な
事
柄
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
目
加
田
氏

の

解
繹
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
轄
句
は
、
「
還
」
字
の
解
鐸
の
相
違
に
起
因
し
て
、
様
々
に
解
鐸
さ
れ
諜
さ
れ
て
い
る
。
轄
句
の
讃
み
を
こ
れ
ほ
ど
多
様

に

す
る
「
還
」
字
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
そ
れ
を
考
察
す
る
に
は
、
ま
ず
「
贈
別
」
詩
其
二
の
前
孚
二
句
「
多
情
郁
似
線

無
情
　
惟
畳
罎
前
笑
不
成
」
を
解
鐸
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

第
二
章
　
起
句
の
解
稗

　
最
も
重
要
な
轄
句
の
解
繹
を
検
討
す
る
前
に
、
起
句
「
多
情
卸
似
線
無
情
」
と
承
句
「
惟
貴
罎
前
笑
不
成
」
の
語
句
及
び
表
現
の
検
討
を

行
う
。

　
ま
ず
、
起
句
の
「
多
情
」
に
つ
い
て
、
漏
集
梧
氏
は
注
に
韓
愈
の
「
和
席
八
（
菱
）
十
二
韻
（
席
八
に
和
す
十
二
韻
）
」
の
十
九
・
二
十

句
F
多
情
懐
酒
件
齢
事
作
詩
人
（
多
情
は
酒
伴
を
懐
ひ
飴
事
は
詩
人
を
作
す
）
」
を
引
用
し
、
「
豊
か
な
感
受
性
」
の
意
味
と
解
鐸
し
て

い
る
。

　
ま
た
高
橋
氏
は
、
張
砧
の
「
讃
池
州
杜
員
外
杜
秋
娘
詩
（
池
州
杜
員
外
の
杜
秋
娘
詩
を
讃
む
）
」
の
「
年
少
多
情
杜
牧
之
、
風
流
乃
作
杜

秋
娘

（年
少
く
多
情
た
り
杜
牧
之
、
風
流
に
し
て
乃
ほ
杜
秋
娘
を
作
す
）
」
を
引
用
し
て
、
「
多
情
」
が
感
受
性
に
富
む
と
い
う
意
味
で
あ
る

こ
と
。
同
時
期
の
張
砧
か
ら
見
た
杜
牧
は
、
若
く
し
て
感
受
性
に
富
ん
だ
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
「
贈
別
」
詩
の
別
れ
の
場
に
い
る
杜
牧
は
、
感
受
性
に
富
ん
だ
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
感
受
性
に
富

む

杜
牧
が

ど
の
よ
う
な
感
情
を
も
っ
て
、
こ
の
別
れ
の
場
に
臨
ん
で
い
た
の
か
、
高
橋
氏
は
「
萬
感
胸
に
迫
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
別
れ
に

封

す
る
悲
哀
を
基
調
に
し
つ
つ
、
こ
れ
ま
で
の
思
い
出
に
封
す
る
様
々
な
感
情
が
湧
き
起
こ
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
詳
に
お
い

て

「
多
情
」
を
「
あ
ま
り
に
深
い
悲
し
み
」
と
詳
し
て
お
り
、
様
々
な
感
情
を
指
す
の
か
、
悲
し
み
1
つ
の
感
情
を
指
す
の
か
で
差
異
が
見

（84）



ら
れ
る
。
起
句
で
「
多
情
」
と
封
比
し
て
「
無
情
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
「
多
情
」
は
様
々
な
感
情
が
湧
き
起
こ
っ
て

い

る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ザ

　
績
く
「
卸
似
」
は
、
正
反
封
の
も
の
に
意
外
性
を
俘
い
つ
つ
類
似
性
を
見
出
し
た
言
葉
で
あ
る
。
例
え
ば
韓
握
の
「
惜
春
」
詩
で
は
「
節

過
清
明
郡
似
秋
（
時
節
は
清
明
節
を
過
ぎ
た
の
に
、
氣
候
は
秋
の
よ
う
だ
）
」
と
詠
っ
て
い
る
。
清
明
節
を
過
ぎ
れ
ば
春
も
盛
り
で
あ
り
、

温
暖
な
氣
候
で
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
句
で
は
、
未
だ
に
寒
い
春
の
氣
候
が
、
冬
に
向
け
て
嚴
し
く
な
る
秋
の
寒
さ
に
類
似

し
て
い
る
こ
と
に
意
外
性
を
感
じ
表
現
し
て
い
る
。

　

こ
の
起
句
に
お
い
て
も
、
「
多
情
（
感
受
性
が
幽
豆
か
で
様
々
な
感
情
が
湧
き
起
こ
る
様
子
）
」
と
「
無
情
（
感
情
が
な
い
）
」
と
い
う
本
來

な
ら
ば
全
く
正
反
封
の
心
理
状
態
に
類
似
性
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
杜
牧
濁
自
の
着
想
で
は
な
く
、
劉
萬
錫
の
「
柳
花
詞
三

　
　
　
　
　
　
　
レ

首

（其

三
）
」
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
詞
に
「
無
意
似
多
情
、
千
家
萬
家
去
（
無
意
は
多
情
に
似
て
、
千
家
萬
家
に
去
る
）
」
と

い

う
句
が
あ
り
、
「
無
意
」
と
「
多
情
」
が
、
正
反
封
の
状
態
で
あ
り
な
が
ら
類
似
性
が
あ
る
と
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
着

想

は
、
言
い
換
え
れ
ば
「
多
情
」
が
極
ま
る
と
「
無
情
」
へ
と
反
轄
す
る
、
と
も
言
え
る
。
感
情
や
状
態
が
極
限
に
達
す
る
と
、
ま
る
で
無

い

か
の

よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　

　

こ
の
様
な
心
情
の
愛
化
に
つ
い
て
植
木
氏
は
、
杜
牧
の
「
池
州
迭
孟
遅
先
輩
（
池
州
に
て
孟
遅
先
輩
を
途
る
）
」
詩
の
「
喜
極
至
無
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お

笑
飴
翻
不
悦

（喜
び

極
ま
れ
ば
言
無
き
に
至
り
、
笑
い
鹸
け
れ
ば
翻
っ
て
悦
ば
ず
）
」
と
い
う
句
を
引
用
し
て
説
明
し
て
い
る
。
「
喜
び
」
や

「
笑

い
」
と
い
う
感
情
や
感
情
に
よ
る
動
作
が
極
ま
る
と
、
全
く
正
反
封
の
「
言
無
し
（
言
葉
が
出
な
い
）
」
や
「
悦
べ
な
い
」
と
い
う
動
作

や
感
情
へ
と
反
輔
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
績
い
て
「
多
情
」
と
封
比
さ
れ
る
「
無
情
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
田
部
井
氏
は
こ
の
「
贈
別
」
詩
の
「
無
情
」
に
次
の
よ
う
な
注
を
付

け
て
い
る
。
「
木
・
石
な
ど
の
よ
う
に
物
事
に
感
じ
な
い
心
。
感
受
性
が
に
ぶ
い
こ
と
。
」
氏
は
「
無
情
」
と
い
う
心
情
は
、
木
や
石
の
よ
う

（85）



な
、
人
で
は
な
い
景
物
の
心
で
あ
る
と
遮
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
無
情
」
と
い
う
語
は
、
詩
中
で
木
石
の
よ
う
な
景
物
に
封
し
て
實

際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
無
情
」
に
つ
い
て
使
用
例
を
み
る
と
、
白
居
易
の
「
過
元
家
履
信
宅
（
元
家
履
信
宅
を
過
ぐ
）
」

ハロ
　詩

に

は
「
落
花
不
語
空
欝
樹
　
流
水
無
情
自
入
池
（
落
ち
る
花
は
語
ら
ず
に
空
し
く
樹
か
ら
別
れ
　
流
れ
る
水
は
感
情
も
な
く
ひ
と
り
で
に

池
へ
入
っ
て
い
く
）
」
と
い
う
句
が
あ
り
、
「
落
花
」
が
F
語
ら
な
い
」
と
い
う
表
現
の
封
と
し
て
「
流
水
」
に
は
「
情
が
無
い
」
と
詠
ん
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

い

る
。
ま
た
、
白
居
易
の
「
勧
酒
」
詩
に
は
「
桃
李
無
情
還
笑
人
（
桃
や
李
は
感
情
が
な
い
が
意
外
に
も
人
を
笑
う
）
」
と
い
う
句
が
あ
り
、

r桃
李
」
に
は
「
情
が
無
い
」
と
詠
ん
で
い
る
。
ま
た
、
こ
の
句
の
「
還
」
字
は
、
桃
李
に
感
情
が
な
い
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
桃
李
が
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

を
「
笑
う
」
と
い
う
動
作
に
意
外
性
を
見
出
し
た
語
で
あ
る
。
そ
し
て
荘
南
烈
の
「
傷
歌
行
」
に
は
「
秋
雨
無
情
不
惜
花
　
芙
蓉
＝
驚
香

倒
（
秋
雨
に
は
情
が
な
い
の
で
花
が
落
ち
る
こ
と
を
惜
し
ま
ず
、
芙
蓉
は
い
ち
い
ち
香
り
つ
つ
花
が
落
ち
る
の
を
驚
い
て
い
る
）
」
と
い
う

句
が

あ
り
、
「
秋
雨
」
に
は
「
情
が
無
い
」
と
詠
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
は
、
感
情
が
あ
る
か
ら
こ
そ
惜
し
む
と
い
う
感
情
も
生
じ
る
こ
と
を
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
i
9

示
し
て
も
い
る
。

　

こ
の
三
例
か
ら
、
「
流
水
」
「
桃
李
」
「
秋
雨
」
な
ど
、
人
で
は
な
い
景
物
に
封
し
「
無
情
」
と
表
現
す
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
た
。
さ
ら
に

杜
牧
に

も
「
無
情
」
の
用
例
が
あ
る
。
「
八
月
十
二
日
得
替
後
移
居
帝
言
渓
館
因
題
長
句
四
韻
（
八
月
十
二
日
替
へ
得
て
後
、
居
を
工
言
渓
館
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

移
り
因
り
て
長
句
四
韻
を
題
す
）
」
に
「
千
歳
鶴
婦
猶
有
恨
　
一
年
人
住
山
豆
無
情
（
千
年
し
て
鶴
が
蠕
っ
て
も
依
然
と
し
て
恨
あ
し
さ
は
残

る
の
だ
か
ら
　
一
年
人
が
住
ん
で
ど
う
し
て
感
情
な
く
い
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
）
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
鶴
と
人
聞
の
壽
命
の
長
さ
を
封
比
し

つ

つ

も
、
人
の
情
と
過
ご
し
た
時
聞
の
長
さ
は
關
係
な
い
こ
と
を
、
「
無
情
」
と
反
語
「
豊
」
を
用
い
て
表
現
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
杜
牧

は

人
聞
に

封
し
て
「
無
情
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
が
、
表
現
し
よ
う
と
し
た
内
容
は
、
人
聞
の
情
は
時
の
長
さ
と
關
係
な
く
、
情
無
し

で
は

い

ら
れ
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
田
部
井
氏
が
言
う
よ
う
に
「
無
情
」
は
木
石
の
よ
う
な
景
物
に
用
い
る
語
で

あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。



　
し
か
し
、
こ
の
「
贈
別
」
詩
其
二
で
は
、
詩
人
の
心
情
が
極
ま
っ
て
「
無
情
」
に
類
似
し
た
状
態
と
な
っ
て
い
る
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
と

す
れ
ば
詩
人
の
心
情
は
、
こ
れ
ま
で
の
こ
と
を
思
い
起
し
様
々
な
感
情
が
極
限
ま
で
達
し
た
が
爲
に
、
景
物
と
同
様
に
「
無
情
」
と
な
っ
て

し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
人
で
あ
る
の
に
「
無
情
」
と
な
っ
た
状
態
は
、
承
句
に
描
か
れ
た
、
詩
人
の
動
作
「
笑
不
成
」
に
大
き
な
影
響

を
與
え
て
い
る
。

第
三
章
　
承
句
の
解
稗

　
次
に
承
句
「
惟
畳
鱒
前
笑
不
成
」
の
語
句
及
び
表
現
の
検
討
を
行
う
。
承
句
で
注
目
す
べ
き
語
句
は
二
つ
の
動
作
「
畳
（
氣
つ
く
）
」
と

F笑
」
う
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑱

　
ま
ず
、
「
笑
う
」
と
い
う
動
作
で
あ
る
が
、
「
不
成
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
不
成
」
は
「
動
詞
＋
不

成
」
と
い
う
形
に
よ
り
、
「
そ
の
動
作
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
不
可
能
を
表
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぽ
　

　
例
え
ば
張
九
齢
の
「
南
還
湘
水
三
ロ
懐
（
南
湘
水
を
還
り
懐
ひ
を
言
ふ
）
」
詩
に
は
「
拙
宙
今
何
有
、
勢
歌
念
不
成
（
私
に
は
今
何
が
あ
る

だ

ろ
う
、
努
歌
が
あ
る
け
れ
ど
歌
う
こ
と
が
で
き
な
い
）
」
と
い
う
句
が
あ
る
。
「
勢
歌
」
を
唱
お
う
に
も
、
歌
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
言
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の

で

あ
る
。
ま
た
、
沈
如
篶
の
「
閨
怨
二
首
」
其
一
に
は
「
雁
薫
皿
書
難
寄
、
愁
多
夢
不
成
（
雁
が
居
な
く
な
っ
て
し
ま
い
手
紙
を
迭
り
が
た

く
、
愁
い
が
多
く
夢
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
）
」
と
い
う
句
が
あ
る
。
愁
い
が
多
す
ぎ
て
、
夢
を
見
た
く
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

う
の
で
あ
る
。
張
謂
の
「
官
舎
早
梅
」
に
は
「
階
下
隻
梅
樹
、
春
來
董
不
成
（
階
下
に
あ
る
一
封
の
梅
の
木
、
春
に
な
っ
た
け
れ
ど
書
く
こ

と
が
で
き
な
い
）
」
と
い
う
句
が
あ
り
、
春
に
な
り
、
梅
の
木
を
檜
に
描
き
た
い
が
、
描
け
な
い
と
言
う
。

　

こ
の
よ
う
に
「
不
成
」
は
、
そ
の
動
作
主
の
心
情
と
し
て
は
行
動
し
た
く
て
も
、
何
か
し
ら
の
原
因
が
あ
っ
て
行
動
不
能
で
あ
る
こ
と
を



表
し
て
い
る
。

　

こ
れ
を
「
贈
別
」
詩
に
あ
て
れ
ば
、
「
笑
う
」
と
い
う
動
作
が
、
な
に
か
原
因
が
あ
り
行
動
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
當
然
そ

の

原
因
と
な
る
の
は
、
起
句
の
「
多
情
」
が
極
ま
っ
て
「
無
情
」
と
同
様
の
状
態
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
詩
人
の
心
情
は
、
萬
感
極
ま
っ

た
が
爲
に
景
物
の
よ
う
な
「
無
情
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
感
情
が
景
物
の
よ
う
に
動
か
な
い
以
上
、
感
情
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
る
「
笑
う
」

と
い
う
動
作
も
、
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
「
鱒
前
（
別
れ
の
宴
席
）
」
に
お
い
て
、
詩
人
の
心
情
も

動
作

も
「
多
情
（
萬
感
極
ま
っ
た
）
」
ゆ
え
に
動
か
ず
、
ま
る
で
景
物
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、

詩
人
が

「惟
」
だ
l
つ
行
う
こ
と
が
で
き
た
の
が
「
畳
（
氣
つ
く
）
」
と
い
う
動
作
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
桃
合
の
「
寄
李
頻
（
李
頻
に
寄
す
）
」
詩
に
は
「
閉
門
常
不
出
、
惟
畳
長
庭
渉
（
門
を
閉
じ
て
い
つ
も
出
ず
、
た
だ
庭
の
は
ま
す
げ
に
氣

つ
い

た
）
」
と
い
う
句
が
あ
る
。
門
を
閉
ざ
し
い
つ
も
外
出
し
な
い
と
い
う
状
況
の
中
、
い
ま
ま
で
目
に
も
と
め
な
か
っ
た
庭
の
コ
沙
（
は

ま
す
げ
）
」
の
存
在
に
「
畳
（
氣
つ
い
た
）
」
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
閉
塞
し
た
不
自
由
な
状
況
の
中
で
、
新
た
な
存
在
に
「
氣
つ
く
」
と
い
う

動
作

を
「
覧
」
は
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
杜
牧
の
「
惟
寛
鱒
前
笑
不
成
」
も
、
別
れ
の
席
と
い
う
閉
ざ
さ
れ
た
場
所
で
「
多
情
（
萬
感

極
ま
る
）
」
と
い
う
心
情
的
に
不
自
由
な
状
況
で
、
新
た
に
「
笑
不
成
（
笑
え
な
い
）
」
こ
と
に
氣
つ
い
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

こ
の
よ
う
に
己
の
行
動
や
感
情
を
自
寛
す
る
意
味
で
「
寛
」
を
用
い
た
例
と
し
て
は
、
貫
休
の
「
中
秋
十
五
夜
月
」
詩
に
「
坐
來
惟
畳
情

無
極
、
何
況
三
湘
與
五
湖
（
座
っ
て
い
る
と
感
情
に
は
限
界
な
ど
な
い
こ
と
に
氣
づ
き
ど
う
し
て
三
湘
や
五
湖
と
比
べ
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
）
」

と
い
う
句
が
あ
る
。
こ
の
詩
の
「
畳
」
は
、
後
に
績
く
「
情
無
極
（
感
情
に
は
限
界
が
な
い
）
」
に
氣
つ
い
た
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て

い

る
。
つ
ま
り
、
己
の
感
情
の
有
り
よ
う
を
登
見
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
感
情
の
廣
大
さ
を
表
現
す
る
爲
に
、
後
宇
の
コ
ニ
湘
」
や
F
五
湖
」

は
、
比
較
の
封
象
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
挑
合
・
杜
牧
・
貫
休
の
三
例
か
ら
、
「
畳
」
と
い
う
動
作
は
、
新
た
な
事
物
を
嚢
見

し
た
り
、
自
己
の
新
た
な
心
的
動
作
や
身
膿
的
動
作
に
氣
つ
く
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
貴
（
氣
つ
く
）
」
と
言
う
動
作
は
、
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心
情
の
動
き
に
も
身
酷
的
な
動
作
に
も
属
さ
ず
、
人
の
理
知
に
属
す
る
動
き
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
起
句
．
承
句
に
關
す
る
検
討
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
妓
女
と
の
思
い
出
に
よ
っ
て
湧
き
起
こ
っ
た
様
々
な
感

情
が
極
ま
り
「
多
情
」
と
な
っ
た
詩
人
の
心
情
は
、
反
轄
し
て
景
物
の
よ
う
に
「
無
情
」
と
い
う
動
き
の
な
い
状
態
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う

な

自
己
の
心
情
の
愛
化
は
、
杜
牧
に
と
っ
て
「
却
」
と
い
う
語
が
示
す
よ
う
に
、
豫
想
外
の
こ
と
な
の
で
あ
っ
た
。

　
起
句
で
詩
人

は
、
景
物
の
よ
う
に
「
無
情
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
承
句
で
詩
人
は
、
感
情
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
る
「
笑
う
」
と
い

う
身
膿
的
な
動
作
を
行
お
う
と
す
る
が
で
き
な
い
。
つ
ま
り
詩
人
は
、
感
情
も
身
膿
も
動
か
ず
、
ま
る
で
景
物
の
一
部
の
よ
う
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
状
態
で
、
た
だ
l
つ
動
か
す
こ
と
が
で
き
た
の
が
、
詩
人
の
「
畳
（
氣
つ
く
）
」
と
い
う
、

心
情
に
も
身
膿
に
も
属
さ
な
い
、
理
知
的
な
動
き
だ
け
だ
っ
た
。
こ
こ
に
、
別
れ
の
席
の
様
子
や
自
己
の
感
情
の
動
き
を
一
歩
引
い
て
、
理

知
的
に
観
察
す
る
詩
人
の
姿
を
讃
み
取
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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こ
の
よ
う
に
「
贈
別
」
詩
其
二
を
承
句
ま
で
讃
み
進
め
る
と
、
こ
の
別
れ
の
席
に
は
情
を
持
つ
存
在
が
ま
っ
た
く
無
く
な
っ
た
こ
と
が
分
　
O

か

る
。
別
れ
の
席
の
主
役
で
あ
る
詩
人
の
心
も
禮
も
動
か
ず
、
景
物
の
一
部
と
化
し
た
静
寂
し
た
別
れ
の
席
で
、
詩
人
が
で
き
る
こ
と
は
、

こ
の
状
況
を
理
知
的
に
自
費
す
る
こ
と
だ
け
な
の
で
あ
る
。

第
四
章
　
縛
句
・
結
句
の
解
鐸

　
轄
句
’
結
句
「
蠣
燭
有
心
還
惜
別
　
替
人
垂
涙
到
天
明
」
の
解
鐸
を
行
い
た
い
。
も
う
一
度
、

鮎
を
列
撃
す
る
。

　
①

「
還
」
字
を
動
作
の
反
復
や
程
度
の
深
刻
化
を
表
す
語
と
し
て
解
鐸
す
べ
き
か
、

こ
れ
ま
で
の
解
鐸
を
基
に
抽
出
し
た
問
題



　
　
　
F
還
」
字
を
屈
折
・
轄
節
・
意
外
性
を
表
す
語
と
し
て
解
繹
す
べ
き
か
。

　
②

「
還
」
字
の
解
繹
を
反
映
し
た
と
き
、
轄
句
は
ど
の
よ
う
に
讃
解
で
き
る
か
。

從
來
「
還
」
字
の
解
繹
は
大
き
く
二
通
り
に
別
れ
て
お
り
、
妥
當
性
の
高
い
解
繹
は
ど
ち
ら
か
を
選
澤
し
、
そ
の
上
で
轄
句
の
通
鐸
を
試
み

る
。　

ま
ず
從
來
の
「
還
」
字
解
繹
に
關
す
る
問
題
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
「
還
」
字
を
動
作
の
反
復
や
程
度
の
深
刻
化
を
表
す
語
と
し
て
解
繹

し
、
r
ま
た
」
と
訓
讃
し
た
の
は
、
山
内
・
荒
井
・
川
合
の
三
氏
で
あ
る
。
し
か
し
、
三
人
と
も
に
解
繹
し
た
根
握
を
注
鐸
と
し
て
明
確
に

は
提
示
し
て
い
な
い
。
た
だ
、
荒
井
氏
が
「
さ
ら
に
ま
た
・
や
は
り
の
両
義
を
含
む
。
現
代
中
國
語
の
用
法
と
ほ
ぼ
お
な
じ
」
と
述
べ
る
に

留
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
荒
井
氏
の
見
解
を
基
に
し
て
、
解
鐸
を
推
測
す
る
。
現
代
中
國
語
の
「
還
」
の
諜
語
と
し
て
「
さ
ら
に
ま
た
」
を
用

い

る
場
合
、
あ
る
状
態
や
動
作
の
程
度
が
い
っ
そ
う
深
ま
る
意
味
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
な
る
。
轄
句
で
あ
れ
ば
、
「
惜
別
（
別
れ
を
惜
し

む
）
」
行
爲
が
い
っ
そ
う
深
ま
る
と
い
う
意
味
と
な
る
。
そ
し
て
別
れ
を
惜
し
む
行
爲
の
深
化
を
引
き
起
こ
す
要
因
が
、
前
宇
の
「
蝋
燭
有

心

（蠣
燭
は

心
が
有

る
）
」
こ
と
で
あ
る
と
推
測
す
る
。
つ
ま
り
、
「
蝦
燭
は
心
が
あ
る
の
で
、
い
っ
そ
う
別
れ
を
惜
し
む
」
と
言
葉
を
置
き

換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
蝋
燭
に
心
が
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
別
れ
を
惜
し
む
こ
と
す
ら
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
「
還
」
字
を

r惜
別
」
行
爲
の
深
化
を
表
す
語
と
し
て
詳
す
の
は
、
少
々
無
理
が
あ
る
。

　

ま
た
、
「
還
」
字
を
「
や
は
り
」
と
詳
し
た
場
合
、
動
作
や
状
態
に
攣
化
が
生
じ
て
い
な
い
「
依
然
と
し
て
・
相
愛
わ
ら
ず
」
を
表
す
語

と
な
る
。
相
愛
わ
ら
ず
行
わ
れ
て
い
る
動
作
は
「
惜
別
」
で
あ
り
、
轄
句
前
宇
の
「
蠣
燭
有
心
」
は
そ
の
要
因
と
な
る
。
つ
ま
り
、
「
蝋
燭

は

心
が

あ
る
の
で
、
相
愛
わ
ら
ず
別
れ
を
惜
し
ん
で
い
る
」
と
謹
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
前
宇
二
句
に
蠣
燭
が
別
れ
を
惜
し
む
描

嘉
が
あ
れ
ば
、
可
能
な
讃
み
と
も
思
え
る
。
し
か
し
實
際
に
は
別
れ
の
席
で
萬
感
極
ま
り
身
動
き
の
と
れ
な
い
男
女
の
様
子
が
描
か
れ
て
い

る
た
め
、
こ
れ
も
ま
た
可
能
性
が
低
い
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
荒
井
氏
の
見
解
は
、
や
や
説
得
力
に
訣
け
て
お
り
、
他
の
二
方
に
説
明
が
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な

い

以
上
、
「
還
」
字
を
「
ま
た
」
と
訓
讃
す
る
こ
と
を
、
積
極
的
に
は
支
持
で
き
な
い
。

　
一
方
「
還
」
字
を
屈
折
・
轄
節
・
意
外
性
を
表
す
語
と
し
て
解
繹
し
「
か
え
っ
て
」
と
訓
讃
し
た
の
は
、
目
加
田
．
高
橋
．
田
部
井
．
松

浦
・
植
木
の
五
氏
で
あ
る
。
高
橋
氏
は
「
還
」
が
「
か
え
っ
て
」
と
訓
讃
で
き
る
こ
と
を
『
詩
語
解
』
を
引
用
し
て
説
明
し
、
田
部
井
．
松

浦
・
植
木
氏
は
、
「
還
」
字
を
起
句
「
多
情
郁
似
線
無
情
」
の
「
卸
」
と
同
様
の
意
味
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
輔
節
．
屈
折
．
意
外
性

の

意
味
の
言
葉
が
、
一
首
中
に
二
度
、
言
葉
を
代
え
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
は
興
味
深
い
が
、
や
は
り
「
還
」
字
を
屈
折
．
轄
節
．

意
外
性
を
表
す
語
と
し
て
解
鐸
し
「
か
え
っ
て
」
と
訓
讃
す
る
根
握
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
轄
句
「
蠣
燭
有
心
（
蠣
燭
に
は
心
が
あ
る
）
」
に
は
、
二
つ
の
特
徴
が
あ
る
。
　
一
つ
は
蠣
燭
の
「
芯
」
と
「
心
」
が
同
音
で

あ
る
こ
と
に
よ
り
、
隻
關
語
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
典
故
の
あ
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
鮎
は
從
來
指
摘
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
び

た
事
柄
で
あ
る
。
い
ま
そ
の
典
故
と
な
る
陳
の
後
圭
の
「
自
君
之
出
　
」
其
二
を
提
示
し
た
い
。

　
自
君
之
出
　

自
君
之
出
　

房
空
帷
帳
輕

思
君
如
書
燭

懐
心
不
見
明

其
二
　
陳
後
主

君
の

出
で
し
よ
り

房
は
空
し
く
帷
帳
輕
し

君

を
思
ひ
て
書
の
燭
の
如
く

心
を
懐
く
も
明
か
り
を
見
ず

こ
の
詩
の
三
句
・
四
句
が
典
故
と
な
る
箇
所
で
あ
る
。
「
貴
方
を
思
っ
て
書
聞
の
蝦
燭
の
よ
う
に
、
心
（
芯
）
を
持
っ
て
い
る
け
れ
ど
明
る

い

兆

し
が
見
え
な
い
」
と
あ
る
よ
う
に
、
當
然
「
懐
心
」
の
「
心
」
は
「
芯
」
と
の
隻
關
語
で
あ
る
。
こ
の
詩
の
四
句
で
は
「
相
手
の
露
り

を

待
つ
心
を
懐
く
」
と
い
う
行
爲
と
、
そ
れ
が
報
わ
れ
な
い
と
い
う
結
果
が
、
逆
接
の
關
係
で
歌
わ
れ
る
。
杜
牧
の
「
贈
別
」
詩
其
二
が
、

r自
君
之
出
　
」
其
二
の
表
現
形
式
に
擬
え
て
い
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
韓
句
の
「
還
」
字
は
輔
節
・
屈
折
の
意
味
と
な
る
「
か
え
っ
て
」
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と
訓
讃
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
現
状
、
「
還
」
字
を
動
作
の
反
復
や
程
度
の
深
刻
化
を
表
す
語
と
し
て
解
鐸
し
、
r
ま
た
」
と
訓
讃
す
る
か
、
屈
折
・
轄
節
・
意
外
性
を
表

す
語
と
し
て
解
鐸
し
、
［
か
え
っ
て
」
と
訓
讃
す
る
か
は
、
ど
ち
ら
の
意
見
も
決
定
的
な
語
接
が
な
く
、
他
方
を
否
定
す
る
決
定
的
な
讃
擦

も
な
い
。
本
論
考
で
は
轄
句
が
、
典
故
で
あ
る
「
自
君
之
出
　
」
其
二
の
表
現
形
式
を
擬
え
て
い
る
こ
と
を
握
り
所
と
し
て
、
現
在
の
主
流

と
言
え
る
屈
折
・
轄
節
・
意
外
性
を
表
す
語
と
し
て
解
鐸
し
、
輔
句
・
結
句
の
解
繹
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。

　
績
い
て
「
還
（
か
え
っ
て
）
」
字
の
解
繹
「
轄
節
・
意
外
性
」
を
反
映
し
た
と
き
、
轄
句
は
ど
の
よ
う
に
護
解
で
き
る
か
、
に
つ
い
て
考

察
す
る
。
轄
句
の
解
鐸
に
「
還
」
字
を
反
映
し
た
と
き
、
前
提
と
な
る
事
象
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
、
そ
の
前
提
に
封
し
て
、
何
が
「
還

（意
外
で

あ
る
）
」
か
と
い
う
鮎
が
問
題
と
な
る
。

　
そ

も
そ
も
、
輔
句
「
蝦
燭
有
心
還
惜
別
」
の
語
順
か
ら
す
れ
ば
、
杜
牧
が
意
外
な
事
象
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
は
、
蟻
燭
が
r
惜
別
（
別

れ

を
惜
し
む
）
」
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
蝋
燭
に
人
と
同
様
の
心
が
あ
る
こ
と
に
意
外
性
を
見
出
す
、
目
加
田
・
高
橋
・
田
部

井
氏
の
解
鐸
は
不
適
當
で
あ
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
先
に
翠
げ
た
よ
う
に
、
「
蟻
燭
有
心
」
に
は
「
「
自
君
之
出
　
」
其
二
の
「
思
君
如
書

燭
、
懐
心
不
見
明
」
と
い
う
典
故
が
あ
る
。
こ
の
典
故
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
蠣
燭
有
心
」
と
い
う
表
現
は
、
濁
創
性
や
意
外
性
は
な
い
。

む

し
ろ
、
轄
句
の
前
宇
「
蠣
燭
有
心
（
蟻
燭
に
心
が
あ
る
）
」
は
、
蠣
燭
が
「
惜
別
（
別
れ
を
惜
し
む
）
」
と
い
う
意
外
な
事
象
と
封
比
す
る

た

め

の

前
提

な
の
で
あ
る
。
「
蠣
燭
に
心
が
あ
る
」
こ
と
と
、
蠣
燭
が
F
別
れ
を
惜
し
む
」
こ
と
の
聞
に
、
意
外
性
を
見
出
す
爲
に
は
、
轄

句
以
前
の
起
句
・
承
句
「
多
情
郁
似
線
無
情
　
惟
　
畳
鱒
前
笑
不
成
」
の
描
篶
が
重
要
と
な
る
。

　
起
句
に
描
か
れ
た
詩
人
は
、
「
有
心
・
有
情
」
の
存
在
で
あ
る
は
ず
が
、
萬
感
極
ま
り
「
多
情
」
と
な
り
、
更
に
は
景
物
の
よ
う
な
「
無

情
」
へ
と
攣
化
し
て
い
る
。
更
に
承
句
で
は
、
詩
人
の
心
情
が
景
物
の
よ
う
な
「
無
情
」
へ
と
愛
化
し
た
こ
と
が
、
「
笑
不
成
（
笑
え
な
い
）
」

と
い
う
態
度
に
ま
で
表
れ
出
て
い
る
。
こ
れ
は
、
詩
人
の
景
物
化
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
前
宇
二
句
で
は
、
「
有
心
・
有
情
↓
多
情
↓
無
情
」

（92）



と
い
う
よ
う
に
、
有
心
な
る
存
在
が
無
情
に
な
る
状
況
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に
、
宴
席
の
中
に
「
有
心
・
有
情
」
の
も
の
が

1
つ

も
い
な
い
、
景
物
の
み
の
情
景
を
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
前
宇
二
句
で
設
定
さ
れ
た
「
有
心
・
有
情
↓
多
情
↓
無
情
」
と
い
う
状
況
の
中
に
、
轄
句
で
「
蝋
燭
有
心
（
蟻
燭
に
心
が
有
る
）
」
と
、

蟷
燭
が
登
場

す
る
。
蠣
燭
は
心
（
芯
）
を
有
し
て
い
る
が
爲
に
、
詩
人
と
同
様
に
「
無
情
」
な
景
物
へ
と
還
元
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
れ

に

も
關
わ
ら
ず
、
蝋
燭
は
「
惜
別
（
別
れ
を
惜
し
）
」
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
意
外
性
を
表
す
語
こ
そ
「
還
」
字
な
の
で
あ
る
。
こ
の
解
繹

に

握

り
詳
細
に
轄
句
を
課
せ
ば
、
「
蝋
燭
は
心
を
持
つ
た
め
、
こ
の
席
で
は
詩
人
達
と
同
様
に
無
情
と
な
る
は
ず
な
の
に
、
意
外
に
も
9
0
れ

を
惜
し
ん
で
い
る
」
と
な
ろ
う
。

　
心

を
持
つ
蝦
燭
が
詩
人
の
よ
う
に
「
有
心
・
有
情
↓
多
情
↓
無
情
」
と
な
ら
ず
、
別
れ
を
惜
し
む
こ
と
が
で
き
た
の
は
「
多
情
（
萬
感
極

ま
る
）
」
こ
と
な
く
、
そ
れ
こ
そ
「
別
れ
を
惜
し
む
」
と
い
う
一
つ
の
「
心
」
だ
け
を
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
も
と
も
と
心
を
持
た
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

め

い

F無
情
・
無
心
」
な
る
景
物
の
よ
う
な
存
在
が
、
心
を
得
た
と
き
、
そ
の
心
に
あ
る
感
情
は
l
つ
と
な
る
こ
と
を
杜
牧
は
理
解
し
て
い
た
　
O

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
同
様
の
例
と
し
て
「
送
趙
十
1
　
I
赴
e
e
e
　
（
趙
十
二
の
畢
に
赴
く
を
迭
る
）
」
七
紹
を
畢
げ
る
。

　
迭
趙
十
二
赴
墾

省
事
卸
因
多
事
力

無
心
翻
似
有
心
來

秋
風
郡
閣
残
花
在

別
後
何
人
更
一
杯

些
細
な
こ
と
が
、

無
心

は
、
む
し
ろ
有
心
に
似
て
く
る
も
の
だ

趙
十
二
の
畢
に
赴
く
を
送
る
　
杜
牧

　
　
　
省
事
卸
っ
て
多
事
に
因
り
て
力
と
な
り

　
　
　
無
心

は
翻
っ
て
有
心
に
似
來
た
る

　
　
　
秋
風
郡
閣
残
花
在
り

　
　
　
別
後

何
れ
の

人
か
更

に
一
杯

　
む

し
ろ
た
く
さ
ん
積
み
上
が
る
こ
と
で
力
と
な
り



　
　
　
秋
風
の

吹

く
棲
閣
の
聞
か
ら
は
、
散
ら
ず
に
残
っ
た
花
が
見
え

　
　
　
君

と
別
れ
た
後
、
誰
が
更
に
一
杯
の
酒
を
飲
む
だ
ろ
う
か

　
科
撃
に
赴
く
趙
十
二
を
働
ま
す
承
句
「
無
心
翻
似
有
心
來
」
で
は
、
科
畢
を
受
験
す
る
際
の
心
構
え
を
説
い
て
い
る
。
「
無
心
」
に
受
験

す
れ

ば
、
む
し
ろ
「
有
心
」
に
近
づ
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
有
心
」
と
は
「
合
格
し
た
い
」
と
い
う
一
念
で
あ
る
こ
と
に
違
い

な
い
。

　
a
m
〈
H
－
二
句
「
多
情
卸
似
線
無
情
　
惟
寛
罎
前
笑
不
成
」
で
創
り
出
さ
れ
た
「
無
情
」
な
る
情
景
、
そ
の
情
景
の
中
に
描
か
れ
た
、
「
惜
別

（別
れ
を
惜
し
む
）
」
と
い
う
、
た
っ
た
1
つ
の
感
情
を
持
っ
た
蠣
燭
。
轄
句
で
は
、
別
れ
を
惜
し
む
、
別
れ
た
く
な
い
と
い
う
、
た
っ
た
一

つ
の

感
情
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
轄
句
に
よ
っ
て
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
、
別
れ
を
惜
し
む
感
情
は
、

結
句
の
「
垂
涙
（
涙
を
流
す
）
」
と
い
う
動
作
に
影
響
を
與
え
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

O

　
結
句

「
替
人
垂
涙
到
天

明
」
は
、
轄
句
に
描
か
れ
た
蟻
燭
の
心
情
を
受
け
て
、
蠣
燭
の
溶
け
る
様
子
を
描
冑
し
て
い
る
。
そ
の
結
句
も
轄

句

と
同
様
に
、
次
に
撃
げ
る
陳
の
後
主
「
自
君
之
出
　
」
其
五
を
典
故
と
し
て
い
る
。

　
自
君
之
出
　

自
君
之
出
　

線
草
遍
階
生

思
君
如
夜
燭

垂
涙
著
鶏
鳴

F自
君
之
出
　
」
其
五
で
は
、

る
。
こ
れ
を
「
贈
別
」

其
五

君
の
出
で
し
よ
り

緑
草
　
階
に
遍
く
生
ず

君

を
思
い
て
夜
の
燭
の
如
く

涙

を
垂
れ
て
　
鶏
鳴
に
著
る

　
　
　
女
性
が

蝦
燭
の
様
に
涙
を
流
す
と
い
う
よ
う
に
、
女
性
が
涙
を
流
す
様
子
を
蝋
燭
に
擬
え
る
比
喩
表
現
で
あ

の

結
句
「
替
人
垂
涙
到
天
明
」
で
は
、
「
人
に
替
わ
っ
て
涙
を
垂
ら
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
蠣
燭
が
ロ
ウ
を
垂
ら
す



様
子

を
、
人
の
涙
に
擬
え
る
擬
人
法
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
涙
を
流
す
の
は
、
あ
く
ま
で
も
景
物
で
あ
る
蠣
燭
で
あ
る
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
。
宴
席
に
い
る
詩
人
は
、
萬
感
極
ま
っ
て
い
る
た
め
、
承
句
に
「
笑
不
成
（
笑
え
な
い
）
」
と
い
う
よ
う
に
、
動
く
こ
と
が
で

き
な
い
。
そ
の
詩
人
に
な
り
替
わ
り
、
蝋
燭
だ
け
が
「
垂
涙
（
涙
を
流
す
）
」
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
蠣
燭
が
涙
を
流
す
こ
と
が
で
き

る
の
は
、
詩
人
た
ち
の
よ
う
に
様
々
な
思
い
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
F
惜
別
（
別
れ
を
惜
し
む
）
」
た
っ
た
1
つ
の
心
（
芯
）
を
持
っ

て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
結
句
「
垂
涙
（
涙
を
流
す
）
」
は
、
承
句
「
笑
不
成
（
笑
え
な
い
）
」
と
い
う
、
相
反
す
る
感
情
を
示
す
動
作
と
の
封

比
に

よ
っ
て
、
よ
り
際
だ
っ
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

　
そ
の
上
、
結
句
の
後
宇
で
は
、
「
到
天
明
」
と
い
う
よ
う
に
、
蠣
燭
が
涙
を
流
す
動
き
に
、
時
聞
経
過
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
詩
の

情
景
の
中
で
蠣
燭
だ
け
が
持
っ
て
い
る
、
別
れ
を
惜
し
む
、
別
れ
た
く
な
い
と
い
う
思
い
が
、
蠣
燭
の
涙
の
動
き
と
共
に
明
け
方
ま
で
績
い

た

の

で

あ
る
。
蟻
燭
の
涙
の
動
き
と
封
比
さ
れ
た
、
承
句
の
「
笑
不
成
（
笑
え
な
い
）
」
と
い
う
語
が
表
現
す
る
、
動
け
ず
硬
直
し
て
し
ま
っ

た
詩
人
の
様
子
も
、
明
け
方
ま
で
績
い
た
こ
と
が
容
易
に
想
像
で
き
る
。
こ
の
別
れ
の
席
の
主
役
は
、
詩
人
と
妓
女
の
二
人
で
あ
っ
た
は
ず

で

あ
る
。
し
か
し
詩
人
た
ち
は
、
心
も
「
無
情
」
と
な
り
、
身
膿
も
動
か
ず
、
ま
る
で
景
物
の
一
部
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
一
方
の
蟻
燭
は
、

別
れ
た
く
な
い
と
い
う
、
た
っ
た
1
つ
の
r
心
（
芯
）
」
に
よ
っ
て
、
涙
を
流
す
こ
と
が
で
き
、
こ
の
別
れ
の
席
の
主
役
の
座
を
奪
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。

（95）

お

わ
り
に

　
以
上
、
杜
牧
「
贈
別
」
詩
其
二
を
轄
句
「
還
」
字
の
解
繹
に
關
す
る
問
題
を
中
心
に
検
討
し
て
き
た
。
從
來
、
輔
句
の
「
還
」
字
は
、

「
反
復
．
程
度
の
深
化
」
の
意
味
で
解
鐸
し
、
F
ま
た
」
と
訓
讃
す
る
者
と
、
「
轄
節
・
屈
折
・
意
外
性
」
の
意
味
で
解
繹
し
、
F
か
え
っ
て
」



と
訓
讃
す
る
者
と
で
、
二
つ
に
分
か
れ
て
い
た
。
論
者
は
、
轄
句
の
典
故
で
あ
る
陳
の
後
主
「
自
君
之
出
　
」
其
二
と
の
類
似
性
を
理
由
に
、

「
轄
節
・
屈
折
・
意
外
性
」
の
意
味
と
し
て
解
鐸
を
行
っ
た
。

　

し
か
し
、
從
來
の
「
轄
節
・
屈
折
・
意
外
性
」
の
意
味
で
解
繹
に
も
問
題
が
あ
っ
た
。
そ
の
多
く
は
、
「
蝦
燭
に
心
が
有
る
こ
と
」
が
意

外
な
こ
と
で
あ
る
と
解
繹
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
論
者
は
「
蝋
燭
に
心
が
有
る
」
と
い
う
表
現
は
、
典
故
の
あ
る
表
現
で
あ
り
、
意
外
性
が

な
い
こ
と
。
そ
も
そ
も
、
語
順
と
し
て
「
還
」
字
は
後
宇
の
「
惜
別
」
を
修
飾
す
る
語
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
こ
の
詩
の
新
た
な
解
鐸
を

一
丁
つ
　
こ
o

ー
イ
　
　
チ
〃

　
起
句
・
承
句
F
多
情
卸
似
線
無
情
　
惟
寛
鱒
前
笑
不
成
」
で
は
、
そ
も
そ
も
「
有
心
・
有
情
」
な
る
存
在
の
詩
人
と
妓
女
は
、
別
れ
の
席

に

あ
っ
て
「
多
情
」
萬
感
極
ま
っ
て
、
景
物
の
よ
う
に
「
無
情
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
心
情
が
景
物
の
よ
う
に
「
無
情
」
と
な
っ
た
た
め
、

r笑
不
成
」
笑
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
心
情
が
景
物
化
し
た
だ
け
で
な
く
、
身
艘
・
動
作
ま
で
も
景
物
の
一
部
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。
詩
人
が
「
惟
」
だ
で
き
た
こ
と
は
、
自
分
の
心
情
の
愛
化
に
「
剤
（
か
え
っ
て
）
」
と
意
外
性
を
見
出
し
た
り
、
笑
え
な
い
自
分
に

「
覧
（
氣
つ
く
）
」
こ
と
だ
け
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
心
情
も
身
艘
的
動
作
も
硬
直
し
景
物
化
し
て
し
ま
っ
た
詩
人
は
、
唯
一
残
さ
れ
た
理
知
的

部
分
に
よ
っ
て
、
客
観
的
に
自
分
た
ち
を
描
寓
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
起
句
・
承
句
で
、
「
有
心
・
有
情
」
な
る
者
が
「
多
情
」
に
な
り
「
無
情
」
に
な
る
「
有
心
・
有
情
↓
多
情
↓
無
情
」
と
い
う
状
況
が
設

定

さ
れ
た
上
で
、
轄
句
・
結
句
「
蠣
燭
有
心
還
惜
別
　
替
人
垂
涙
到
天
明
」
が
あ
る
。
「
蝋
燭
に
は
心
が
有
る
」
た
め
、
前
宇
二
句
で
設
定

さ
れ
た
「
有
心
・
有
情
↓
多
情
↓
無
情
」
と
い
う
状
況
か
ら
、
蟻
燭
も
詩
人
と
同
様
に
無
情
な
も
の
へ
と
還
元
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
れ

な
の
に
蠣
燭
は
「
還
（
意
外
に
も
）
」
別
れ
を
惜
し
む
の
で
あ
る
。
本
來
蠣
燭
は
景
物
で
あ
り
、
「
無
情
」
な
存
在
で
あ
る
。
そ
の
「
無
情
」

な
存
在
に
「
有
心
（
心
が
有
る
）
」
と
き
、
そ
の
心
に
あ
る
氣
持
ち
は
「
別
れ
を
惜
し
む
」
た
だ
1
つ
な
の
で
あ
る
。
蠣
燭
は
「
別
れ
を
惜

し
む
」
た
だ
1
つ
の
心
情
を
持
っ
た
爲
に
、
「
有
心
・
有
情
↓
多
情
↓
無
情
」
と
い
う
状
況
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
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景
物
に
戻
る
こ
と
を
免
れ
た
蠣
燭
は
、
結
句
で
擬
人
化
さ
れ
、
別
れ
の
席
の
主
役
と
な
っ
て
し
ま
う
。

前
宇
二
句
で
景
物
化
し
た
詩
人
と
妓
女
の
⊥
土
役
二
人
と
は
封
照
的
で
あ
る
。
そ
し
て
蟻
燭
は
、
景
物
化
し
た
宴
席
の
主
人
に
「
替
」
わ
っ
て
、

涙

を
流
す
の
で
あ
る
。
蠣
燭
が
涙
を
流
す
理
由
は
、
l
つ
r
惜
別
（
別
れ
を
惜
し
む
）
」
か
ら
で
あ
る
。
別
れ
を
惜
し
む
、
ま
た
は
別
れ
た

く
な
い
と
い
う
1
つ
の
心
情
だ
け
が
、
蠣
燭
に
涙
を
流
さ
せ
、
「
到
天
明
」
明
け
方
ま
で
績
く
の
で
あ
る
。
蠣
燭
が
別
れ
の
席
の
主
役
と
な
っ

た

こ
と
で
、
こ
の
宴
席
は
別
れ
た
く
な
い
と
い
う
1
つ
の
心
情
に
満
た
さ
れ
、
明
け
方
ま
で
そ
れ
が
績
く
の
で
あ
る
。
ま
た
、
前
牟
二
句
で

詩
人
自
身
を
景
物
化
し
、
そ
の
様
子
を
理
知
的
に
客
観
覗
し
て
描
寓
す
る
鮎
、
後
宇
二
句
で
蝦
燭
を
擬
人
化
し
て
、
別
れ
の
主
役
と
し
て
し

ま
う
所
に
、
こ
の
別
れ
の
席
を
、
場
の
雰
園
氣
を
含
め
て
客
観
的
に
描
寓
し
よ
う
と
す
る
、
詩
人
の
意
識
が
請
み
取
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
解
鐸
を
踏
ま
え
て
「
贈
別
」
詩
其
二
は
次
の
よ
う
に
解
繹
す
る
。

（起
）

（承
）

（轄
）

（結
）

替蟻惟多
　　　　贈
人燭畳情
　　　　別垂　有　鱒　谷P

　　　　基
涙心前似＿
到還笑線
天惜不無杜
明別成情牧

　
　
別
れ
に
贈
る
　
其
の
二

　
　
　
か
へ

多
情
は
卸
っ
て
似
た
り
　
線
べ
て
無
情
な
る
に

　
　
　
　
　
そ
ん
ぜ
ん

惟
だ
質
ゆ
　
鱒
前
　
笑
ひ
の
成
ら
ざ
る
を

蝋
燭
　
心
有
り
　
還
っ
て
　
別
れ
を
惜
し
み

人
に
替
は
り
て
涙
を
垂
れ
て
天
明
に
到
る

（97）

（起
）

（承
）

（轄
）

萬
感
極
ま
る
と
、
む
し
ろ
全
く
情
が
な
い
景
物
と
同
じ
に
な
る
よ
う
だ
。

別
れ
の

席
で
笑
お

う
に
も
笑
え
ず
、
身
動
き
1
つ
と
れ
な
い
自
分
達
に
、
氣
つ
く
だ
け
だ
。

蟻
燭
も
心
が
あ
る
の
で
、
私
と
同
じ
よ
う
に
感
極
ま
り
無
情
と
な
っ
て
い
る
か
と
思
え
ば
、

よ
う
で
、

意
外
に
も
別
れ
を
残
念
が
っ
て
い
る



（結
）
私
達
に
な
り
替
わ
り
、
涙
を
流
し
つ
づ
け
明
け
方
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
杜
牧

「
贈
別
」
詩
其
二
は
、
「
還
」
字
を
要
に
し
て
屈
折
し
た
表
現
を
駆
使
し
て
い
る
。
こ
の
屈
折
し
た
表
現
が
、
杜
牧
の
濁
創
で
あ
る

こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
、
「
還
」
字
の
よ
う
な
虚
字
を
用
い
、
詩
に
屈
折
性
を
含
ま
せ
る
こ
と
は
、
晩
唐
詩
全
髄
に
通
底
す
る
手
法
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
論
者
は
李
商
隠
「
過
鄭
廣
文
奮
居
」
詩
の
精
讃
を
試
み
た
が
、
や
は
り
虚
字
を
用
い
、
詩
に
屈
折
性
を
表
現
し
て

い

た
。
杜
牧
・
李
商
隠
以
外
の
晩
唐
詩
人
の
作
品
を
精
讃
す
る
こ
と
に
よ
り
、
晩
唐
詩
全
膿
の
特
徴
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

だ

ろ
う
か
。
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李
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一
五
年
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波
文
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三
頁
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書
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杜
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唐
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鑑
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八
三
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唐
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全
唐
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』
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四
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書
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〇
年
　
十
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冊
　
三
六
四
頁

『
奨
川
詩
集
注
』
薦
集
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上
海
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籍
出
版
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九
七
八
年
　
八
九
頁
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易
詩
集
校
注
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思
偉
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書
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〇
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年
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六
六
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高
橋
良
行
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『
白
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易
詩
集
校
注
』
謝
思
偉
撰
　
中
華
書
局
　
二
〇
〇
六
年
　
一
七
o
八
頁

『
全

唐
詩
』
巻
四
七
O
　
中
華
書
局
　
一
九
六
〇
年
　
十
四
冊
　
五
三
四
五
頁

『
奨
川
詩
集
注
』
薦
集
梧
注
　
上
海
古
籍
出
版
杜
　
一
九
七
八
年
　
二
三
二
頁

『
全
唐
詩
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巻
四
九
　
中
華
書
局

『
全
唐
詩
』
春
一
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中
華
書
局
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全
唐
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巻
一
九
七
　
中
華
書
局
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全
唐
詩
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巻
四
九
七
　
中
華
書
局

『
全
唐
詩
』
巷
八
三
六
　
中
華
書
局

『
樂
府
詩
集
』
郭
茂
債
　
中
華
書
局

『
全
唐
詩
』
巻
五
二
五
　
中
華
書
局

110
0
九
年
三
月

一
九
六
〇
年
　
二
冊
　
六
〇
六
頁

　
一
九
六
〇
年
　
四
冊
　
＝
六
四
頁

　
1
九
六
o
年
　
K
冊
　
1
1
0
二
〇
頁

　
一
九
六
〇
年
　
十
五
冊
　
五
六
三
七
頁

　
一
九
六
〇
年
　
二
三
冊
　
九
四
二
一
頁

　
一
九
七
九
年
　
三
冊
　
九
八
九
頁

　
一
九
六
〇
年
　
十
六
冊
　
六
〇
一
四
頁

拙
論
「
李
商
隠
「
過
鄭
廣
文
奮
居
」
詩
に
み
え
る
自
己
認
識
－
詩
語
「
宋
玉
」
の
は
た
ら
き
を
中
心
に
ー
」
大
東
文
化
大
學
　
漢
學
會
誌
四
十
八
號
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