
王
維
詩
の
「
詞
」
を
「
秀
」
だ
と
評
債
す
る
股
播
の
論
理
に
つ
い
て

　
　
『河
岳
英
露
集
』
の
「
秀
」
と
「
奇
」
を
理
解
す
る
た
め
に
ー

宮
　
下
　
聖
　
俊

【は
じ
め
に
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
拙
論
の
目
的
は
、
般
播
が
『
河
岳
英
霊
集
』
で
示
し
た
批
評
の
文
脈
の
中
で
、

で
用

い
ら
れ
て
い
る
の
か
を
探
る
こ
と
で
あ
る
。

「
秀
」
と
い
う
批
評
用
語
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
味

（21）

【問
題
提
起
と
問
題
の
分
析
］

　
盛
唐
の
詩
人

二
十
四

人

を
具
髄
的
な
詩
と
と
も
に
選
び
取
り
論
評
し
た
『
河
岳
英
露
集
』
で
殿
播
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
批
評
用
語
（
‖
術
語
）

を
用
い
て
い
る
。
二
十
四
人
の
う
ち
の
一
人
で
あ
る
王
維
を
批
評
す
る
際
に
用
い
た
「
秀
」
も
、
ま
た
苓
参
を
批
評
す
る
際
に
用
い
た
「
奇
」

も
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
う
し
た
術
語
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　
『
河
岳
英
露
集
』
以
降
、
歴
代
の
苓
参
評
の
要
黙
と
な
る
「
奇
」
と
は
、
い
っ
た
い
寄
参
の
ど
の
よ
う
な
部
分
を
と
ら
え
た
術
語
な
の
か
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ

こ
の
興
味
深
い
問
い
に
封
し
て
、
寄
参
の
具
鵠
的
な
作
品
や
歴
代
の
峯
参
評
か
ら
検
討
さ
れ
た
先
行
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
筆
者
の
見
た
と
こ
ろ
、
こ
う
し
た
先
行
す
る
苓
参
研
究
に
は
土
ハ
通
し
た
問
題
黙
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
奇
」
を
用
い
て
零
参
を

論
評

し
た
嗜
矢
は
殿
播
『
河
岳
英
重
集
』
だ
と
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
奇
」
と
い
う
術
語
が
、
殿
播
『
河
岳
英
霞
集
』
の
詩
論
の
な

か
で

ど
の
よ
う
な
意
味
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
し
た
研
究
は
ひ
と
つ
も
無
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
理
由
と
し
て
、
主
に
次
の
二
黙
が
推
測
さ
れ
る
。

　
第
一
に
は
、
股
瑠
の
詩
論
を
探
ろ
う
に
も
、
『
河
岳
英
露
集
』
に
示
さ
れ
た
手
が
か
り
が
あ
ま
り
に
も
断
片
的
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
殿
播

の
詩
論
は

『
河
岳
英
霊
集
』
の
「
叙
」
や
「
論
」
（
第
二
の
「
叙
」
の
よ
う
な
も
の
）
に
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
他
は
、
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
ザ

牧
詩
人

二
十
四
人
そ
れ
ぞ
れ
へ
の
短
い
論
評
l
j
分
　
（
＝
品
藻
）
に
断
片
的
に
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
て
殿
播
の
持

つ
論
理
の
全
髄
像
を
讃
み
取
る
こ
と
に
は
困
難
が
伴
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

①

　
第
二
に
は
、
苓
参
の
「
奇
」
だ
け
、
あ
る
い
は
も
う
少
し
封
象
と
す
る
詩
人
の
範
園
を
廣
げ
た
と
し
て
も
、
「
奇
」
だ
け
に
焦
黙
を
絞
っ
　
⑫

て
い

る
限
り
、
そ
の
特
徴
は
な
か
な
か
見
え
て
こ
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
第
一
の
黙
に
つ
い
て
、
筆
者
は
す
で
に
別
稿
（
後
述
）
で
殿
瑠
の
詩
論
自
髄
を
検
討
し
て
お
り
、
拙
論
で
は
そ
れ
ら
を
元
に
し
て
論
を
展

開
し
て
い
き
た
い
。

　
ま
た
第
二
の
黙
に
つ
い
て
は
、
「
奇
」
と
い
う
術
語
の
内
實
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
形
で
近
似
す
る
概
念
と
比
較
し
、
そ
の

差
異

を
探
る
こ
と
が
有
敷
な
方
法
と
な
る
。
こ
の
意
味
で
の
適
切
な
比
較
封
象
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
後
で
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
、
王
維

に

封

し
て
用
い
ら
れ
た
「
秀
」
と
い
う
術
語
で
あ
る
。

　
た
だ
し
こ
の
方
法
は
、
「
秀
」
の
特
徴
を
よ
り
明
確
に
と
ら
え
る
た
め
に
は
、
逆
に
「
奇
」
の
特
徴
を
と
ら
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
こ
と

に

も
な
っ
て
し
ま
う
。



　
こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
拙
論
で
は
、
今
後
別
稿
で
「
奇
」
と
い
う
術
語
の
内
實
を
検
討
す
る
こ
と
を
十
分
に
覗
野
に
入
れ
な
が
ら
、
そ
の

前

の

段
階
と
し
て
、
ま
ず
は
『
河
岳
英
霰
集
』
に
断
片
的
に
示
さ
れ
た
殿
瑠
の
詩
論
の
中
で
、
「
秀
」
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持

つ
の

か
を
探
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
そ

の

結

果
、
段
播
『
河
岳
英
露
集
』
に
お
け
る
「
秀
」
と
は
、
卒
凡
で
は
無
い
抜
き
ん
出
た
新
し
さ
を
持
ち
つ
つ
、
讃
者
が
心
地
よ
く
感

じ
ら
れ
る
範
園
で
ほ
ど
よ
く
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
状
態
を
表
す
術
語
で
あ
る
、
と
い
う
結
論
が
見
え
て
こ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
二

【殿
瑠
の
詩
論
概
括
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
づ
り

　
筆
者
が

殿
瑠
の
詩
論
に

つ
い
て
検
討

し
た
別
稿
の
要
旨
を
概
括
す
れ
ば
次
の
通
り
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
）
｝

　
殿
播
が

『
河
岳
英
露
集
』
で
用
い
て
い
る
各
術
語
の
關
係
を
総
合
す
る
と
、
結
論
と
し
て
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
①

F氣
」
「
情
」
「
興
」
「
趣
」
の
グ
ル
ー
プ

　
　
詩
に

込
め

ら
れ
た
、
詩
人
の
中
に
あ
る
何
か
し
ら
を
意
味
す
る
と
き
に
使
わ
れ
て
い
る
。

　
②

F
i
n
思
」
　
F
思
」
の
グ
ル
ー
プ

　
　
詩
を
作
る
際
の
、
詩
人
の
意
識
や
詩
の
構
想
の
仕
方
を
意
味
す
る
と
き
に
使
わ
れ
て
い
る
。

　
③

「
詞
」
「
言
」
「
語
」
「
聲
」
の
グ
ル
ー
プ

　
　
言
葉
遣
い

と
い
う
よ
う
な
、
詩
の
表
現
面
を
意
味
す
る
と
き
に
使
わ
れ
て
い
る
。

　
④

「髄
」
「
格
」
「
調
」
の
グ
ル
ー
プ

　
　
表
現
面

と
そ
の
詩
に
込
め
ら
れ
た
も
の
と
を
合
わ
せ
た
全
髄
に
つ
い
て
の
評
債
を
論
ず
る
と
き
に
使
わ
れ
て
い
る
。



　

こ
れ
は
つ
ま
り
、
段
瑠
が
次
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
こ
と
の
讃
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
詩
と
は
そ
こ
に
込
め
ら
れ
る
詩
人
の
主
s
e
　
（
r
①
」

の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
「
氣
」
や
「
情
」
）
が
も
と
に
な
っ
て
、
詩
人
が
あ
れ
こ
れ
構
想
す
る
（
「
②
」
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
コ
意
」
「
思
」
）
こ

と
で
、
「
③
」
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
「
詞
」
三
l
l
」
　
F
語
」
「
聲
」
な
ど
を
ど
の
よ
う
に
す
る
か
決
め
、
「
④
」
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
「
饅
」
「
格
」

「
調
」
を
持
っ
た
詩
が
で
き
あ
が
る
。
詩
と
は
こ
の
よ
う
な
構
造
を
持
っ
て
い
る
の
だ
、
と
の
認
識
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
筆
者
は
、
グ
ル
ー
プ
と
し
て
括
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
術
語
が
そ
れ
ぞ
れ
全
く
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
の
で
は

無
い
。
富
然
そ
れ
ら
は
意
味
が
重
な
る
部
分
・
重
な
ら
な
い
部
分
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
筆
者
が
主
張
し
た
い
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
術
語

を
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
そ
の
各
グ
ル
ー
プ
が
、
詩
が
實
際
に
作
ら
れ
て
い
く
上
で
の
各
段
階
の
こ
と
を
指
す
の
に
使

い
分
け
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
が
別
稿
の
要
旨
で
あ
る
。

（24）

一l＝
王
維
へ
の
品
藻
と
苓
参
へ
の
品
藻
と
の
類
似
性
】

　
殿
瑠
は

『
河
岳
英
藁
集
』
の
品
藻
の
ほ
と
ん
ど
を
同
じ
型
で
記
述
し
て
い
る
。
そ
の
型
と
は
、
ま
ず
そ
の
詩
人
が
詠
む
詩
の
特
徴
を
概
括

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
こ

し
、
そ
の
あ
と
で
、
特
に
評
債
で
き
る
句
（
い
わ
ゆ
る
摘
句
）
を
拉
べ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
は
、
王
維
に
封
す
る
品
藻
の
全
文
を
示
し
て
お
き
た
い
。
傍
線
を
引
い
た
、
詩
人
が
詠
む
詩
の
特
徴
を
概
括
し
て
い
る
部
分
に
注
目

し
た
い
。

　
　
維
詩
詞
秀
調
雅
、
意
新
理
憧
、
在
泉
爲
珠
、
著
壁
成
給
、
一
句
一
字
、
皆
出
常
境
。
至
如
「
落
日
山
水
好
、
濠
舟
信
婦
風
」
、
又
「
澗

　
　
芳
襲
人
衣
、
山
月
映
石
壁
」
、
F
天
塞
遠
山
浮
、
日
暮
長
河
急
」
、
「
日
暮
沙
漠
睡
、
戦
聲
煙
塵
裏
。
」



　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な

　
「
維
の
詩
は
詞
が
秀
で
調
が
雅
、
意
が
新
し
く
理
憧
ひ
、
…
…
」
と
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な

　
ご
こ
で
段
播
は
、
王
維
の
詩
は
「
詞
」
が
「
秀
」
で
て
お
り
「
調
」
が
「
雅
」
で
あ
り
、
「
意
」
が
「
新
」
し
く
「
理
」
が
「
憧
」
（
心
に

か

な
っ
て
氣
持
ち
よ
い
）
う
、
と
そ
の
特
徴
を
概
括
し
て
い
る
。

　
類
似
す

る
衷
マ
参
の
品
藻
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
殿
播
の
詩
論
に
分
け
入
っ
て
い
き
た
い
。
琴
参
に
封
す
る
品
藻
の
全
文
は
次
の
通
り
。

　
　
参
詩
語
奇
豊
峻
、
意
亦
奇
造
。
至
如
「
長
風
吹
白
茅
、
野
火
焼
枯
桑
」
、
可
謂
逸
　
。
又
F
山
風
吹
空
林
、
颯
颯
如
有
人
」
、
宜
稻
幽
致

　
　
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た

　
冒
頭
の
傍
線
部
で
、
こ
こ
で
も
、
そ
の
詩
人
が
詠
む
詩
の
特
徴
を
「
参
の
詩
は
語
奇
に
し
て
饅
峻
し
け
れ
ば
、
意
も
亦
た
奇
の
造
り
な
り
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
は

と
概
括
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
苓
参
の
詩
は
「
語
」
が
「
奇
」
で
「
饅
」
が
「
峻
」
し
い
か
ら
に
は
コ
意
」
も
當
然
「
奇
」
の
き
わ
ま
っ

た

も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
雨
者
へ
の
品
藻
は
、
は
じ
め
に
詩
を
構
成
す
る
こ
と
ば
に
つ
い
て
（
王
維
は
「
詞
」
・
苓
参
は
「
語
」
）
、
次
に
詩
全
髄
の
様
子
に
つ
い
て
（
王

維
は

「
調
」
・
琴
参
は
「
酷
」
）
、
そ
の
後
に
詩
人
の
意
識
の
持
ち
よ
う
に
つ
い
て
　
（
両
者
と
も
「
意
」
）
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ

　
ほ

と
ん
ど
の
品
藻
が
同
じ
型
で
記
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
こ
こ
ま
で
構
成
が
類
似
す
る
も
の
は
他
に
無
い
。
王
維
に
封
す
る
品
藻
を
検

討
す

る
の
に
最
適
な
比
較
封
象
と
い
え
よ
う
。

　

こ
こ
で
最
適
だ
と
い
う
理
由
は
、
品
藻
の
構
成
が
類
似
し
て
い
る
か
ら
だ
け
で
は
無
い
。
詩
を
構
成
す
る
こ
と
ば
に
つ
い
て
、
王
維
に
は

r秀
」
、
苓
参
に
は
「
奇
」
と
い
う
術
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
理
由
で
あ
る
。

　
こ
の
「
秀
」
と
「
奇
」
は
、
一
方
で
土
ハ
通
項
を
持
ち
な
が
ら
、
も
う
一
方
で
相
反
す
る
債
値
を
持
つ
術
語
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

特

に
、
段
播
『
河
岳
英
露
集
』
が
、
そ
の
髄
裁
だ
け
で
無
く
詩
論
に
つ
い
て
も
強
く
影
響
を
受
け
て
い
る
鍾
峰
『
詩
品
』
に
お
い
て
、
そ
の

特
徴
が

顯
著
に

み
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
次
章
で
、
鍾
峰
『
詩
品
』
に
お
け
る
用
例
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。



　
　
　
　
　
　
　
　
四

【鍾
蝶
『
詩
品
』
に
お
け
る
「
秀
」
と
r
奇
」
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ァ
ザ

　
般
播
の

詩
論
が

鍾
礫

『
詩

品
』
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
興
膳
宏
氏
は
論
文
「
詩
品
か
ら
詩
話
へ
」
で
主
に
次
の
三

黙
か
ら
説
明
す
る
。

　
第
一
に
、
摘
句
を
詩
評
に
利
用
す
る
こ
と
、
第
二
に
、
ま
ず
詩
人
の
詩
風
の
本
質
を
簡
約
な
評
語
で
概
括
す
る
こ
と
、
そ
し
て
「
第
三
に

は
、
『
詩
品
』
に
特
有
の
批
評
用
語
が
、
時
と
し
て
ほ
と
ん
ど
生
地
の
ま
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
鍾
峰
の
術
語
が
、
す
べ
て
そ
の
ま
ま
無
批
判
で
殿
藩
の
用
い
方
に
あ
て
は
ま
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
こ

か
ら
一
定
程
度
以
上
の
方
向
性
を
探
る
こ
と
は
で
き
る
。

　
鍾
燦

『
詩
品
』
に
お
い
て
、
「
秀
」
と
「
奇
」
と
い
う
術
語
は
、
時
に
相
反
す
る
債
値
を
表
し
、
ま
た
時
に
同
じ
債
値
を
表
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6

　
（
1
）
相
反
す
る
債
値
を
表
す
「
秀
」
と
「
奇
」
の
用
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
砲

　
ま
ず
は
相
反
す
る
憤
値
を
表
す
例
を
見
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
曹
植
と
劉
禎
と
王
粟
と
い
う
、
と
て
も
關
係
の
深
い
三
者
に
封
す
る
批
評

か
ら
検
討
し
た
い
。

　
三
者
は

「
上
品
」
に
お
い
て
連
績
し
て
畢
げ
ら
れ
て
お
り
、
評
債
内
容
も
密
接
に
關
連
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ソ

　
曹
植
に

封

し
て
の
批
評
文
の
、
詩
人
が
詠
む
詩
の
特
徴
を
概
括
し
て
い
る
冒
頭
部
分
に
注
目
し
た
い
。

　
　
其
源
出
於
國
風
。
骨
氣
奇
高
、
詞
彩
華
茂
。
情
兼
雅
怨
、
饅
被
文
質
。
粟
溢
今
古
、
卓
爾
不
華
。
・

　
曹
植
の
詩
の
源
は
「
國
風
」
か
ら
出
て
g
る
o
　
F
骨
氣
」
も
「
奇
高
」
だ
け
れ
ど
「
詞
彩
」
も
「
華
茂
」
で
あ
る
。
「
情
」
は
「
雅
怨
」
を

兼
ね

て
、
「
髄
」
は
「
文
質
」
を
被
る
、
と
あ
る
。

　
鍾
燦

は
、
曹
植
が
「
骨
氣
（
詩
人
自
身
や
詩
の
精
神
）
」
が
「
奇
高
」
で
あ
る
こ
と
と
、
F
詞
彩
（
詩
の
修
飾
さ
れ
た
こ
と
ば
）
」
が
「
華
茂
」



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
　
ら

で

あ
る
こ
と
と
を
雨
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
高
く
評
債
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
鮎
を
、
興
膳
宏
氏
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　
　
「
骨
氣
」
が
主
と
し
て
詩
の
内
面
性
に
向
け
ら
れ
た
こ
と
ば
で
あ
る
一
方
、
「
詞
彩
」
は
外
面
的
な
表
現
の
美
し
さ
に
つ
い
て
い
う
。
「
骨

　
　
氣
」
「
詞
彩
」
は
、
「
氣
」
「
文
」
と
も
い
い
か
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
鍾
礫
が
詩
人
評
に
設
け
た
評
債
の
基
準
の
支
柱
で
あ
り
、
曹
植

　
　
は
そ

の
両
者
を
兼
ね
備
え
て
い
る
が
ゆ
え
に
傑
出
し
た
存
在
と
見
な
さ
れ
る
。

　
曹
植
が
併
せ
持

つ
こ

の

「
骨
氣
」
と
「
詞
彩
」
と
い
う
雨
面
を
、
各
々
1
つ
の
面
だ
け
持
つ
と
鍾
燦
が
評
債
し
た
の
が
劉
禎
と
王
簗
で
あ

る
。　

劉
禎
は
「
骨
氣
（
詩
人
自
身
や
詩
の
精
神
）
」
の
面
だ
け
を
持
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
劉
禎
に
封
し
て
の
批
評
の
全
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
其
源
出
於
古
詩
。
伎
氣
愛
奇
、
動
多
振
絶
。
眞
骨
凌
霜
、
高
風
跨
俗
。
但
氣
過
其
文
、
離
潤
恨
少
。
然
自
陳
思
己
下
、
禎
稻
猫
歩
。

　
劉
槙
は

「
氣
」
の
お
も
む
く
ま
ま
「
奇
」
な
る
方
向
を
愛
し
て
い
る
。
た
だ
、
「
氣
」
が
そ
の
「
文
」
を
上
ま
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
．
「
離

潤
」
が
少
な
い
こ
と
が
残
念
で
あ
る
、
と
い
う
主
旨
の
評
債
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
「
奇
」
と
い
う
術
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
一
方
王
粟
は
、
曹
植
の
持
っ
て
い
た
「
詞
彩
（
詩
の
修
飾
さ
れ
た
こ
と
ば
）
」
が
「
華
茂
」
で
あ
る
面
だ
け
を
持
っ
て
い
る
と
評
債
さ
れ
る
。

王
架
に
封
し
て
の
批
評
の
全
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
其
源
出
於
李
陵
。
登
傲
愴
之
詞
、
文
秀
而
質
巖
。
在
曹
劉
間
別
構
一
髄
。
方
陳
思
不
足
、
比
魏
文
有
除
。

　
王
樂
は
「
傲
愴
（
悲
愁
を
濃
厚
に
帯
び
た
）
」
の
「
詞
」
を
登
し
て
、
そ
の
「
文
」
は
「
秀
」
で
て
い
る
が
「
質
」
が
弱
く
、
曹
植
と
劉

槙
の

聞
に
別
の
一
艘
を
構
え
て
い
る
。
曹
植
に
は
及
ば
な
い
け
れ
ど
も
、
曹
　
に
は
勝
っ
て
い
る
、
と
い
う
主
旨
の
評
慣
で
あ
る
。
こ
こ
に

「
秀
」
と
い
う
術
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
劉
槙
に

封

し
て
用
い
ら
れ
た
「
奇
」
と
、
王
薬
に
封
し
て
用
い
ら
れ
た
「
秀
」
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
特
徴
が
見
ら
れ
る
。

　
’
F
奇
」
は
詩
人
や
詩
の
も
つ
「
氣
」
の
影
響
を
受
け
て
、
内
容
だ
け
で
無
く
表
現
面
ま
で
を
封
象
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
何
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ら
か
の
力
強
さ
と
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
・
そ
れ
に
封
し
て
、
「
秀
」
は
F
詞
（
こ
と
ば
）
」
の
「
文
」
す
な
わ
ち
表
現
面
に
つ
い
て
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
何
ら
か
の
弱
さ

　
　
と
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

と
い
う
特
徴
で
あ
る
。
相
反
す
る
橿
値
を
表
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
（
I
D
同
じ
債
値
を
表
し
て
い
る
「
秀
」
と
「
奇
」
の
用
例

　
次

に
、
鍾
燦
『
詩
品
』
に
お
い
て
、
F
秀
」
と
「
奇
」
と
い
う
術
語
が
同
じ
債
値
を
表
し
て
い
る
例
を
見
て
お
き
た
い
。
「
中
品
」
に
分
類

さ
れ
た
謝
眺
に
封
す
る
批
評
文
で
あ
る
。
言
及
し
た
い
三
箇
所
に
そ
れ
ぞ
れ
別
種
の
傍
線
を
引
い
て
全
文
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
其
源
出
於
謝
混
。
微
傷
細
密
、
頗
在
不
倫
。
一
章
之
中
、
自
有
玉
石
。
然
奇
章
秀
句
、
往
往
警
遣
。
足
使
叔
源
失
歩
、
明
遠
愛
色
。
善

　
　
自
嚢
詩
端
、
而
末
篇
多
蹟
。
此
意
鋭
而
オ
弱
也
。
至
爲
後
進
士
子
之
所
嵯
慕
。
眺
極
與
余
論
詩
、
感
激
頓
挫
過
其
文
。

　
ま
ず
は
冒
頭
の
傍
線
部
に
次
の
よ
う
に
評
償
さ
れ
て
い
る
。
謝
眺
の
詩
の
源
は
謝
混
か
ら
出
て
い
る
。
少
し
ば
か
り
過
度
に
「
細
密
」
さ

が

あ
り
、
全
鵠
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
訣
く
と
こ
ろ
が
あ
る
。
一
篇
の
作
品
の
中
に
、
玉
石
が
入
り
交
じ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
。

　

こ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
そ
の
直
後
の
傍
線
部
で
次
の
よ
う
に
評
慣
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
注
目
に
値
す
る
。
鍾
礫
は
、
謝
眺
が
「
然
れ

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
へ

ど
も
奇
章
秀
句
は
、
往
往
に
し
て
警
遁
」
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
警
遁
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
、
高
木
正
一
氏
は
「
そ
の
用
例
を
見
出
さ
ぬ
が
’
警
抜
逡
勤
の
略
で
、
と
び
抜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

け
て
力
強
く
ひ
き
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
い
う
か
」
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
一
篇
の
作
品
の
中
に
玉
石
が
混
じ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
け
れ
ど

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
へ

も
、
「
奇
章
秀
句
」
は
、
つ
ね
つ
ね
飛
び
抜
け
て
力
強
く
引
き
締
ま
っ
て
い
る
、
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
文
脈
で
は
’
「
秀
」
も
「
奇
」
も
逼
別
な
く
、
謝
眺
の
詩
に
含
ま
れ
る
「
玉
」
す
な
わ
ち
す
ぐ
れ
た
章
句
の
こ
と
を
形
容
し
て
い
る

と
理
解
で
き
る
。
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ど
の
よ
う
に
優
れ
て
い
る
の
か
は
し
ば
ら
く
置
く
と
し
て
も
、
「
秀
」
も
「
奇
」
も
、
詩
文
の
す
ぐ
れ
た
部
分
を
、
あ
る
面
で
同
じ
よ
う

に

形
容
で

き
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
秀
」
と
「
奇
」
と
が
、
何
ら
か
の
意
味
で
土
ハ
通
項
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

わ

れ
る
。

　
残
念
な
が
ら
鍾
礫
『
詩
品
』
に
お
い
て
、
「
秀
」
と
「
奇
」
と
が
同
じ
債
値
で
用
い
ら
れ
て
い
る
例
は
他
に
見
富
た
ら
な
い
。

　
し
か
し
、
一
方
で
相
反
す
る
債
値
を
表
し
つ
つ
も
、
ま
た
一
方
で
同
じ
債
値
を
表
す
術
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
る
こ
と
が

で
き
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
（
一
一
一
）
「
慧
」
の
用
例
（
謝
眺
の
「
鋭
」
い
r
意
」
と
「
弱
」
い
「
才
」
）

　
最

後
に
、
コ
意
」
と
い
う
術
語
に
つ
い
て
も
、
鍾
蝶
『
詩
品
』
に
お
け
る
謝
眺
へ
の
批
評
文
を
例
に
し
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
後

に

検
討
す
る
王
維
・
峯
参
の
両
者
と
も
、
そ
の
品
藻
に
お
い
て
三
思
」
を
用
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
謝

眺
へ
の
批
評
文
で
コ
意
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
最
後
の
傍
線
部
「
善
く
自
ら
詩
端
を
登
す
れ
ど
も
、
而
れ
ど
も
末
篇
に
蹟
く
こ

と
多
し
。
此
れ
意
鏡
き
も
而
れ
ど
も
才
弱
け
れ
ば
な
り
（
善
自
登
詩
端
、
而
末
篇
多
蹟
。
此
意
鋭
而
才
弱
也
）
」
と
い
う
箇
所
で
あ
る
。

　
鍾
燦

は
、
謝
眺
の
「
詩
端
」
す
な
わ
ち
詩
の
詠
い
出
し
は
優
れ
て
い
て
も
、
「
末
篇
」
す
な
わ
ち
詠
い
お
さ
め
で
蹟
く
こ
と
が
多
い
。
そ

の

理
由
は
、
謝
眺
は
コ
意
」
は
「
鋭
」
く
と
も
「
才
」
が
「
弱
」
い
か
ら
だ
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
場
合
、
コ
意
」
の
鋭
さ
は
詠
い
出
し
が
優
れ
て
い
る
こ
と
に
、
「
才
」
の
弱
さ
は
詠
い
お
さ
め
で
多
く
蹟
く
こ
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
封
雁

し
て
い
よ
う
。

　
優
れ
た

詠
い

出
し
を
可
能
に
す
る
「
鏡
」
い
コ
意
」
と
は
、
何
を
題
材
に
す
る
か
・
ど
の
よ
う
な
切
り
口
で
詠
い
出
す
か
と
い
っ
た
、
詩

人
の
感
受
性
を
も
含
め
た
意
識
の
向
v
方
向
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
斬
新
な
詠
い
出
し
を
、
一
篇
を
通
し
て
見
事
に
詠

い
お

さ
め
る
た
め
に
は
、
本
來
は
優
れ
た
構
成
力
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
能
力
（
「
才
」
）
が
コ
意
」
の
鋭
さ
に
比
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し
て
弱
い
た
め
に
、
ち
ぐ
は
ぐ
な
詠
い
お
さ
め
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
だ
と
理
解
で
き
る
。

　
こ
れ
ら
鍾
燦
『
詩
品
』
の
用
例
を
踏
ま
え
て
、
次
章
か
ら
段
瑠
『
河
岳
英
震
集
』
に
見
ら
れ
る
詩
論
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

五

【殿
瑠
の
詩
論
に
お
け
る
「
意
」
と
は
何
か
】

　
先
に

示

し
た
王
維
へ
の
品
藻
と
琴
参
へ
の
品
藻
の
注
目
す
べ
き
箇
所
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
特
に
「
意
」
に
注

目
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
王
維
‥
維
詩
詞
秀
調
雅
、
意
新
理
堰
、
…
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
苓
参
‥
参
詩
語
奇
鵠
峻
、
意
亦
奇
造
。
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
臼

　
王
維
の
「
意
」
は
「
新
」
し
い
と
評
債
さ
れ
、
苓
参
の
「
意
」
は
「
奇
」
の
極
ま
っ
た
も
の
と
評
債
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
「
意
」
と
は
何
か
。
般
播
の
詩
論
に
お
い
て
「
意
」
と
近
し
い
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
「
思
」
と
比
較
す
る

こ
と
で
、
そ
の
内
實
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
（
一
）
殿
瑠
の
詩
論
に
お
け
る
「
思
」
と
は
何
か

　
ま
ず
は
「
思
」
の
特
徴
を
検
討
し
た
い
。
常
建
へ
の
品
藻
は
、
殿
瑠
の
詩
論
を
考
え
る
際
に
い
く
つ
も
の
面
か
ら
示
唆
に
富
む
。
こ
こ
で

は

「
思
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
品
藻
の
全
文
は
次
の
通
り
o
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
傍
線
部
で
あ
る
。

　
　
高
才
而
無
貴
仕
、
誠
哉
是
言
。
裏
劉
禎
死
於
文
學
、
左
思
終
於
記
室
、
飽
昭
卒
於
参
軍
、
今
常
建
亦
論
於
一
尉
。
悲
夫
。
建
詩
似
初
嚢

　
　
通
荘
、
却
尋
野
径
、
百
里
之
外
、
方
蹄
大
道
。
所
以
其
旨
遠
、
其
興
僻
、
佳
句
軌
來
、
唯
論
意
表
。
至
如
「
松
際
露
微
月
、
清
光
猶
爲

　
　
君
」
、
又
「
山
光
悦
鳥
性
、
潭
影
空
人
心
」
、
此
例
十
敷
句
、
並
可
稻
警
策
。
然
一
篇
蓋
善
者
、
「
職
除
落
日
黄
、
軍
敗
鼓
聲
死
」
、
F
今



　
　
與
山
鬼
鄭
、
残
兵
芙
遼
水
」
、
属
思
既
苦
、
詞
亦
警
絶
。
藩
岳
錐
云
能
叙
悲
怨
、
未
見
如
此
章
。

　
一
篇
を
通
し
て
す
ぐ
れ
た
詩
と
し
て
「
戦
絵
落
日
黄
、
…
…
」
二
吊
王
將
軍
墓
」
詩
）
を
例
に
畢
げ
、
「
思
を
属
す
こ
と
既
に
苦
に
し
て
、

詞
も
亦
た
警
絶
な
り
（
属
思
既
苦
、
詞
亦
警
絶
）
」
と
評
債
し
て
い
る
。

　

こ
の
「
属
思
」
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
づ

　
も
し
「
属
文
」
で
あ
れ
ば
「
文
を
属
る
」
と
訓
み
、
「
文
章
を
書
く
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
例
え
ば
、
陸
機
「
文
賦
」
に
は
「
毎
自
属
文
、

尤
見
其
情
」
と
あ
り
、
李
善
は
「
属
、
綴
也
」
と
注
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
づ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ょ
く

　

し
か
し
、
「
属
思
」
は
「
思
」
を
「
属
」
る
で
は
な
く
、
F
思
」
を
「
属
（
あ
る
封
象
に
氣
持
ち
や
注
意
を
そ
そ
い
で
離
さ
な
い
）
」
す
こ

と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
『
梁
書
』
巻
八
・
昭
明
太
子
傳
に
は
「
太
子
－
・
毎
遊
宴
組
道
、
賦
詩
至
十
敷
韻
。
或
命
作
劇
韻
賦
之
、
皆
属

思
便
成
、
無
所
黙
易
」
と
あ
り
、
傍
線
部
を
「
思
」
を
集
中
す
れ
ば
す
ぐ
に
で
き
あ
が
る
、
と
い
う
意
味
だ
と
理
解
で
き
る
。

　
す

な
わ
ち
、
常
建
へ
の
品
藻
に
は
、
「
思
」
を
こ
ら
す
こ
と
が
「
苦
」
　
（
苦
し
ん
で
い
る
）
で
い
る
う
え
に
、
「
詞
」
も
人
並
み
は
ず
れ
て

す
ぐ
れ
て
い
る
（
「
警
絶
」
）
の
だ
、
と
あ
る
こ
と
に
な
る
。
「
思
」
の
状
態
と
「
詞
」
の
状
態
と
が
拉
べ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
思
」
は
、
「
詞
」

す

な
わ
ち
こ
と
ば
と
い
う
表
現
面
に
影
響
す
る
詩
人
の
思
考
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

　
も
う
ひ
と
つ
、
祀
詠
へ
の
品
藻
か
ら
検
討
し
た
い
。
全
文
は
次
の
通
り
。

　
　
詠
詩
前
刀
刻
省
静
、
用
思
尤
苦
、
氣
錐
不
高
、
調
頗
凌
俗
。
至
如
　
「
霧
日
園
林
好
、
清
明
煙
火
新
」
、
亦
可
稻
爲
才
子
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
っ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
の

　
最

も
注
目
し
た
い
の
は
「
思
ひ
を
用
ゐ
る
こ
と
尤
も
苦
に
し
て
、
氣
は
高
か
ら
ず
と
錐
も
、
調
は
頗
る
俗
を
凌
ぐ
（
用
思
尤
苦
、
氣
錐
不

高
、
調
頗
凌
俗
）
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
「
氣
」
は
高
く
な
い
け
れ
ど
も
「
調
」
は
す
こ
ぶ
る
「
俗
」
を
凌
い
で
い
る
、
と
あ
る
。
品
藻
の
最
後
で
、
組
詠
の
こ
と
を
「
才

子
」
と
呼
ぶ
べ
き
だ
と
評
債
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
「
調
」
が
「
俗
」
を
凌
い
で
い
る
こ
と
が
債
値
の
あ
る
評
債
で
あ
る
こ
と
は

（31）



聞
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　
そ

の

「
調
」
が
「
俗
」
を
凌
い
で
い
る
と
い
う
債
値
あ
る
状
態
を
作
り
出
し
て
い
る
の
が
、
こ
こ
で
は
「
思
」
が
「
苦
」
で
あ
る
こ
と
だ

と
さ
れ
て
い
る
。

　
つ

ま
り
、
「
調
」
が
評
債
さ
れ
る
水
準
で
あ
る
た
め
に
は
、
本
來
は
「
氣
」
の
水
準
が
高
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、

本
來
高
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
氣
」
に
代
わ
っ
て
「
思
」
の
水
準
が
甚
だ
し
く
高
い
か
ら
、
「
調
」
が
評
債
さ
れ
る
水
準
と
な
っ
て
い
る
、

と
い
う
論
理
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
次
の
ふ
た
つ
の
鮎
に
注
目
で
き
る
。
ひ
と
つ
は
「
思
」
の
状
態
が
、
「
調
」
と
い
う
レ
ベ
ル
の
異
な
っ
た
も
の
の
状
態
に
影
響

を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
「
氣
」
も
「
調
」
と
い
う
レ
ベ
ル
の
異
な
っ
た
も
の
の
状
態
に
、
本
來
は
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と

で

あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
こ

の

祀
詠
へ
の
「
品
藻
」
で
は
、
「
調
」
と
い
う
レ
ベ
ル
の
異
な
っ
た
も
の
の
状
態
に
「
氣
」
が
影
響
を
與
え
て
は
お
ら
ず
、
「
思
」
が
影

響

を
與
え
て
い
る
。
し
か
し
文
脈
か
ら
見
れ
ば
、
本
來
は
「
氣
」
の
水
準
が
高
け
れ
ば
、
「
調
」
が
高
く
な
る
と
認
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

　
常
建
へ
の
品
藻
で
は
「
思
」
が
「
苦
」
で
あ
る
ご
と
が
「
詞
」
の
状
態
に
影
響
し
て
い
た
。
祀
詠
へ
の
品
藻
で
は
、
同
じ
く
「
思
」
が

「
苦
」
で
あ
る
こ
と
が
「
調
」
の
状
態
に
影
響
し
て
い
た
。

　
一
見
す
る
と
「
思
」
が
「
苦
」
で
あ
る
こ
と
が
影
響
す
る
レ
ベ
ル
が
、
常
建
の
「
詞
」
と
組
詠
の
「
調
」
と
で
は
違
い
が
あ
る
よ
う
に
見

え
る
。
し
か
し
、
「
調
」
が
影
響
を
受
け
る
理
由
は
、
實
は
「
詞
」
の
状
態
が
影
響
を
受
け
た
結
果
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
鮎
に
つ

い
て
は

後
述
し
た
い
。



　

こ
こ
で
は
コ
意
」
と
の
差
異
を
見
る
た
め
に
、
ひ
と
ま
ず
「
思
」
の
状
態
が
「
詞
」
や
「
調
」
と
い
っ
た
別
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
影
響
を
及

ぼ
す
の

だ
、
と
い
う
こ
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
十
分
で
あ
る
。

　
（
I
D
段
瑠
の
詩
論
に
お
け
る
「
意
」
と
は
何
か

　
次
に

コ
意
」
の
特
徴
を
検
討
し
た
い
。
崔
頴
へ
の
品
藻
か
ら
コ
意
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
品
藻
の
全
文
は
次
の
通
り
。

　
　
劇劉
癬
詩
、
圓
§
艶
、
多
陥
輕
薄
、
晩
劇
州
褒
闇
．
、
風
牌
凛
然
．
…
「
窺
塞
壇
．
i
讃
戎
旅
。
至
如
「
殺
人
遼
水
上
、
走
馬
漁
陽

　
　
蹄
。
錯
落
金
鎖
甲
、
蒙
茸
　
鼠
衣
」
、
又
「
春
風
吹
淺
草
、
猫
騎
何
翻
翻
。
括
羽
雨
顧
、
鳴
弓
新
⊥
絃
」
、
可
與
飽
照
、
江
滝
拉
駆
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
し
ノ
ミ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ち
い

　
注

目
し
た
い
の
は
傍
線
部
で
あ
る
。
「
頴
少
き
年
に
詩
を
爲
る
に
、
意
を
浮
艶
に
属
せ
、
多
く
輕
薄
に
陥
る
、
晩
節
に
忽
ち
に
し
て
常
髄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
か
が

を
愛
じ
、
風
骨
凛
然
と
し
、
一
た
び
塞
垣
を
窺
へ
ば
、
蓋
く
戎
旅
を
説
く
」
と
あ
る
。

　
ま
ず
、
若
い
頃
の
詩
は
三
思
を
浮
艶
に
属
せ
、
多
く
輕
薄
に
陥
る
」
す
な
わ
ち
「
意
」
を
表
面
だ
け
の
あ
で
や
か
さ
（
「
浮
艶
」
）
に
注
い

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　
　
　
①

で
、
ほ
と
ん
ど
の
詩
が
薄
っ
ぺ
ら
で
値
打
ち
の
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
、
と
述
べ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ

　
そ

し
て
、
年
を
取
っ
て
か
ら
の
詩
は
、
い
つ
の
間
に
か
（
「
忽
」
）
「
常
饅
」
か
ら
脱
却
し
て
、
「
風
骨
」
が
あ
っ
て
「
凛
然
」
、
す
な
わ
ち

身
が
引
き
締
ま
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
し
て
二
た
び
塞
垣
を
窺
へ
ば
、
蓋
く
戎
旅
を
説
　
v
」
、
す
な
わ
ち
あ
る
時
に
國
境
附
近
の
状
況
を
目

に

し
て
か
ら
は
、
ど
の
詩
も
ど
の
詩
も
戦
宇
の
こ
と
を
詠
う
よ
う
に
な
っ
た
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

　
年
を
取
っ
て
か
ら
「
常
髄
」
を
脱
却
し
て
「
風
骨
」
を
備
え
た
か
ら
に
は
、
若
い
時
の
詩
は
「
常
髄
」
で
あ
り
、
し
か
も
「
風
骨
」
を
備

え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
若
い
頃
の
そ
う
し
た
詩
は
、
ほ
と
ん
ど
が
薄
っ
ぺ
ら
で
値
打
ち
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
、
そ
の
原

因
は
、
表
面
だ
け
の
あ
で
や
か
さ
（
「
浮
艶
」
）
に
三
思
」
を
注
い
で
い
た
か
ら
だ
と
い
う
。

　
で
は

「
意
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
術
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
鍾
礫
『
詩
品
』
の
謝
眺
に
封
し
て
用

い

ら
れ
た
三
忌
」
を
参
照
す
れ
ば
、
何
を
題
材
に
す
る
か
・
ど
の
よ
う
な
切
り
口
で
詠
い
出
す
か
と
い
っ
た
、
詩
人
の
感
受
性
を
も
含
め
た



意
識
の
向
く
方
向
を
意
味
し
て
い
た
。

　
崔
頴
へ
の
品
藻
に
こ
の
意
味
を
富
て
は
め
て
も
矛
盾
は
生
じ
な
い
。
「
意
を
浮
艶
に
属
せ
、
多
く
輕
薄
に
陥
る
」
と
、
詩
に
何
を
ど
の
よ

う
に
詠
む
の
か
選
ぶ
際
に
、
若
い
頃
は
表
面
だ
け
の
あ
で
や
か
さ
二
浮
艶
」
）
に
ば
か
り
意
識
が
向
い
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
薄
っ
ぺ
ら
で
値

打
ち
の
な
い
詩
を
詠
ん
で
ば
か
り
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
先
に

検
討

し
た
よ
う
に
、
殿
瑠
が
『
河
岳
英
霊
集
』
で
用
い
る
「
思
」
は
、
「
詞
（
こ
と
ば
）
」
と
い
う
表
現
面
に
影
響
す
る
、
ど
の
よ
う

に

こ
と
ば
に
し
て
表
現
す
る
の
か
と
い
う
次
元
で
の
詩
人
の
構
想
や
思
考
で
あ
る
こ
と
に
止
ま
っ
て
い
た
。

　
そ

れ
に

封

し
て
、
「
意
」
は
、
何
を
題
材
に
す
る
か
や
、
ど
の
よ
う
な
切
り
口
で
詠
う
か
を
求
め
よ
う
と
す
る
詩
人
の
意
欲
・
意
向
・
意

識
の
持
ち
よ
う
と
い
う
、
よ
り
高
次
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
判
断
で
き
よ
う
。

　

こ
の
「
意
」
と
、
詩
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
作
品
す
な
わ
ち
「
詩
」
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
關
係
に
あ
る
と
般
播
は
考
え
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
G

の

か
。
次
に
示
す
王
季
友
へ
の
品
藻
か
ら
そ
れ
が
見
え
て
く
る
。

　
　
季
友
詩
、
愛
奇
務
険
、
遠
出
常
情
之
外
。
然
而
白
首
短
褐
、
良
可
悲
夫
。
至
如
「
観
干
舎
人
西
亭
壁
書
山
水
」
詩
「
野
人
宿
在
人
家
少
、

　
　
朝
見
此
山
謂
山
曉
。
牛
壁
伍
棲
嶺
上
雲
、
開
簾
放
出
湖
中
鳥
」
、
甚
有
新
意
。

　
傍
線
部
で
「
舎
人
の
西
亭
の
壁
に
山
水
を
書
き
し
を
観
る
」
詩
を
引
用
し
て
か
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
「
甚
し
く
新
意
有
り
」
す
な
わ
ち
今

ま
で
に
は
ほ
と
ん
ど
見
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
「
新
」
し
い
「
意
」
が
あ
る
、
と
評
債
を
下
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
一
見
す
る
と
、
「
新
意
有
り
」
と
は
、
軍
純
に
、
新
し
い
意
味
が
あ
る
、
と
理
解
し
て
し
ま
い
そ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
殿
播
が
『
河
岳

英
霊
集
』
で
用
い
た
「
意
」
が
先
に
示
し
た
意
味
だ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
そ
う
軍
純
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
あ
る
い
は
、
富
該
詩
に
示
さ
れ
た
新
し
い
意
味
や
、
新
し
い
題
材
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
部
分
が
多
少
な
り
と
も
あ
る
か

も
知
れ
な
い
。



　

し
か
し
、
た
と
え
そ
う
い
う
部
分
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
富
該
詩
に
込
め
る
た
め
に
は
、
そ
も
そ
も
詩
人
の
意
識
が
こ
れ
ま
で
の

詩
人
と
は
違
う
新
し
さ
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
い
よ
う
。

　
そ

の

よ
う
な
意
識
を
持
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
新
た
な
表
現
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
讃
者
に
新
鮮
な
も
の
と
し
て
傳
わ
る
。
そ
の
部
分
を
「
甚

し
v
新
意
有
り
」
と
評
債
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
よ
り
要
富
で
あ
ろ
う
。
「
思
」
が
、
ど
の
よ
う
に
こ
と
ば
に
し
て
表
現
す
る
の
か
と
い

う
次
元
で
の
、
詩
人
の
構
想
や
思
考
で
あ
る
こ
と
に
止
ま
っ
て
い
た
の
と
は
、
違
い
が
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
の
コ
意
」
の
検
討
結
果
が
、
こ
の
後
、
王
維
へ
の
品
藻
を
讃
み
解
く
際
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

六

【段
瑠
の
詩
論
に
お
け
る
「
秀
」
と
は
何
か
】

　
以
上
の
検
討

を
踏
ま
え
て
、
殿
播
の
詩
論
に
お
い
て
「
秀
」
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
王
維
へ
の
品
藻

に

お

け
る
「
詞
」
が
「
秀
」
で
「
調
」
が
「
雅
」
で
あ
る
と
は
ど
の
よ
う
な
状
態
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
観
黙
か
ら
検
討
を
加
え
て
い
く
。

　
（
l
）
　
r
詞
」
と
「
m
e
」
　
r
w
と
は
ど
の
よ
う
な
關
係
に
あ
る
の
か

　
先
に

第
五
章
で
「
思
」
に
つ
い
て
検
討
し
た
際
に
、
常
建
と
租
詠
へ
の
品
藻
か
ら
、
「
詞
」
の
状
態
が
「
調
」
の
状
態
に
影
響
を
與
え
る

可
能
性
に

つ
い
て
言
及

し
て
お
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
王
維
へ
の
品
藻
に
は
「
詞
」
が
「
秀
」
で
あ
る
こ
と
と
と
も
に
「
調
」
が
「
雅
」
で
あ

る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
ず
「
詞
」
と
「
調
」
と
の
關
係
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。

　
殿
瑠
は

「
論
」
（
第
二
の
「
叙
」
の
よ
う
な
も
の
）
の
次
に
示
す
部
分
に
あ
る
と
お
り
、
「
詞
」
と
「
調
」
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
重
要
だ
と
考

え
て
い
る
。
沈
約
な
ど
の
唱
え
る
四
聲
八
病
説
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
る
こ
と
の
弊
害
を
批
判
す
る
文
脈
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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…
即
「
羅
衣
何
瓢
瓢
、
長
裾
随
風
還
」
、
雅
調
乃
在
、
況
其
他
句
乎
。
故
詞
有
剛
柔
、
調
有
高
下
、
但
令
詞
與
調
合
、
首
末
相
稻
、
中

　
　
聞
不
敗
、
便
是
知
音
。
・
－

　

こ
の
前
牛
部
分
で
、
般
播
は
二
句
十
字
が
す
べ
て
卒
聲
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
聲
律
面
に
拘
る
こ
と
な
く
作
ら
れ
た
曹
植
の
「
美
女
篇
」

の
句

を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
『
河
岳
英
露
集
』
編
纂
富
時
に
流
行
し
て
い
た
聲
律
面
に
お
け
る
禁
忌
を
批
判
し
て
い
る
。

　
　
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
「
羅
衣
何
ぞ
瓢
瓢
た
る
、
長
裾
風
に
随
ひ
て
還
る
」
（
と
い
う
十
字
が
す
べ
て
卒
聲
で
あ
る
句
）
で
も
、
雅
な
る
調

　
　
べ
が
あ
る
こ
と
に
は
愛
わ
り
が
な
い
、
ま
し
て
や
そ
の
他
の
句
に
つ
い
て
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
即
「
羅
衣
何
瓢
瓢
、
長
裾
随
風
還
」
、
雅
調
伍
在
、
況
其
他
句
乎
。

　
な
る
ほ
ど
「
羅
衣
何
瓢
瓢
、
長
裾
随
風
還
」
は
す
べ
て
卒
聲
で
あ
っ
て
、
聲
律
面
に
お
い
て
の
禁
忌
を
犯
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
し

か

し
「
そ
れ
で
も
（
侃
）
雅
な
る
調
べ
が
そ
こ
に
在
る
の
だ
」
と
の
表
明
な
の
で
あ
る
。
「
雅
調
」
が
債
値
の
あ
る
評
債
で
あ
る
こ
と
は
聞

違
い
な
い
だ
ろ
う
。
（
「
雅
調
」
に
つ
い
て
は
後
に
詳
述
す
る
。
）

　

こ
れ
と
同
じ
論
調
の
登
言
が
「
叙
」
に
も
見
ら
れ
る
。
「
曹
植
や
劉
槙
の
詩
な
ど
に
い
た
っ
て
は
、
た
と
え
ば
五
字
が
す
べ
て
『
側
』
（
灰

聲
）
で
あ
っ
て
も
、
十
字
が
す
べ
て
『
卒
』
（
卒
聲
）
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
で
も
す
ば
ら
し
さ
は
愛
わ
ら
ず
そ
こ
に
あ
る
（
至
如
曹
劉
詩
…
（
中

略
）
…
或
五
字
拉
側
、
或
十
字
倶
卒
、
而
逸
駕
終
存
）
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
雅
」
と
い
う
言
葉
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、
聲
律
面
に
封
す

る
般
播
の
姿
勢
が
う
か
が
え
る
登
言
で
あ
る
。

　
で
は

殿
播
は

聲
律
面
に
は
無
頓
着
で
良
い
と
考
え
て
い
た
の
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
聲
律
面
に
最
優
先
で
こ
だ
わ
り
す
ぎ
る
こ

と
を
こ
そ
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
聲
律
面
に
最
優
先
で
こ
だ
わ
り
す
ぎ
る
こ
と
は
、
バ
ラ
ン
ス
を
失
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
F
論
」
か
ら
の
引
用
箇
所
の
後
牛
部
分
で
般
瑠
は
次
の
よ
う
に
績
け
て
い
る
。

　
　
そ

も
そ
も
詩
の
こ
と
ば
に
は
剛
と
柔
が
あ
り
、
詩
の
調
べ
に
は
高
と
下
と
が
あ
る
。
こ
と
ば
と
調
べ
と
が
ち
ょ
う
ど
合
う
よ
う
に
さ
せ
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て
、
詠
い
出
し
と
詠
い
お
さ
め
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
整
う
よ
う
に
し
、
途
中
で
も
バ
ラ
ン
ス
を
失
し
な
い
よ
う
に
さ
せ
さ
え
す
れ
ば
、
十

　
　
分
に

聲
律
を
理
解
し
て
い
る
者
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
故

詞
有
剛
柔
、
調
有
高
下
、
但
令
詞
與
調
合
、
首
末
相
稻
、
中
間
不
敗
、
便
是
知
音
。

　
段
播

は
、
詩
に
は
「
剛
」
な
る
こ
と
ば
（
「
詞
」
）
と
「
柔
」
な
る
こ
と
ば
（
「
詞
」
）
と
が
あ
り
、
詩
の
調
べ
　
（
「
調
」
）
の
三
同
」
な
る
部

分
に

用

い

る
こ
と
で
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
る
も
の
と
、
「
下
」
な
る
部
分
で
用
い
る
こ
と
で
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
る
も
の
と
が
あ
る
、
と
考
え
て

い
た

こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
は
、
一
篇
の
詩
の
中
で
も
、
詠
い
出
し
と
詠
い
お
さ
め
と
い
う
部
分
が
あ
り
、
そ
の
聞
の
部
分
も
含
め
て
バ

ラ
ン
ス
を
と
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
般
瑠
の

こ
う
し
た
考
え
方
が
具
艘
的
に
表
れ
た
も
の
と
し
て
、
第
五
章
で
検
討
し
た
租
詠
へ
の
品
藻
が
思
い
出
さ
れ
よ
う
。

　
　
詠
の

詩
は
勇
刻
省
静
、
思
ひ
を
用
ゐ
る
こ
と
尤
も
苦
に
し
て
、
氣
は
高
か
ら
ず
と
錐
も
、
調
は
頗
る
俗
を
凌
ぐ
。
．

　
　
　
　
詠
詩
勇
刻
省
静
、
用
思
尤
苦
、
氣
錐
不
高
、
調
頗
凌
俗
。
・

　
租
詠
の
詩

は
、
　
一
篇
を
通
し
て
、
こ
と
ば
の
「
剛
柔
」
と
調
べ
の
三
同
下
」
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ど
の
よ
う
に

表
現
す

る
の
か
を
詩
人
が
じ
っ
く
り
と
思
考
二
用
思
尤
苦
」
）
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
こ
う
し
た
詩
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え

ら
れ
る
。

　
祀
詠
は

「
氣
」
が
三
同
」
く
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
こ
と
ば
は
「
柔
」
で
あ
り
、
調
べ
は
そ
れ
に
件
っ
た
バ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
の

ラ
ン
ス
が
と
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
（
た
だ
し
、
「
調
は
頗
る
俗
を
凌
ぐ
」
と
あ
る
こ
と
と
、
調
べ
が
「
下
」
で
あ
る
こ
と
と
は
矛
盾

が

あ
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
と
ば
の
「
剛
柔
」
と
調
べ
の
三
同
下
」
と
の
關
係
は
、
安
易
に
「
剛
」
と
F
｛
z
同
」
、
「
柔
」

と
「
下
」
と
い
う
關
係
に
あ
る
と
は
言
え
な
い
廣
が
り
を
持
つ
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
）

　
も
う
ひ
と
つ
、
同
じ
く
第
五
章
で
検
討
し
た
崔
頴
へ
の
品
藻
も
見
直
し
て
お
き
た
い
。
こ
こ
に
は
「
調
」
と
い
う
術
語
は
用
い
ら
れ
て
い
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な
い
が
、
類
似
の
概
念
を
表
す
と
考
え
ら
れ
る
「
禮
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。

　
　
顯

…
（
中
略
）
…
晩
節
忽
愛
常
髄
、
風
骨
凛
然
、
　
一
窺
塞
垣
、
説
蓋
戎
旅
。

　
年
を
取
っ
て
か
ら
の
崔
頴
の
詩
は
、
「
常
禮
」
か
ら
脱
却
し
て
、
「
風
骨
」
が
あ
っ
て
身
が
引
き
締
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
あ
る
。
そ
の

状
態

の
詩
人

が
、
國
境
附
近
の
戦
争
を
題
材
に
し
て
詠
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
時
の
崔
頴
の
「
髄
」
は
、
お
そ
ら
く
こ
と
ば
が
「
剛
」
で
調

べ
が

「
高
」
で
あ
る
よ
う
な
’
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
状
態
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
王

昌
齢
へ
の
品
藻
の
次
に
示
す
部
分
か
ら
、
殿
瑠
は
「
聲
」
の
状
態
に
よ
っ
て
も
「
髄
」
の
違
い
が
生
じ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
う
か

が
わ

れ
る
。

　
　
　
こ
の
ご
ろ

　
　

…
頃
太
原
の
王
昌
齢
、
魯
國
の
儲
光
義
有
り
て
、
頗
る
願
の
　
に
從
ふ
。
且
つ
両
賢
の
氣
は
同
じ
く
檀
は
別
に
、
而
し
て
王
稽
々

　
　
聲

峻
な
り
。
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
B

　
　
　
　
…
頃
有
太
原
王
昌
齢
、
魯
國
儲
光
義
、
頗
從
蕨
　
。
且
両
賢
氣
同
禮
別
、
而
王
梢
聲
峻
。
・
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
G

　
般
播
は

王

昌
齢
と
儲
光
義
を
比
較
し
て
、
雨
者
の
「
氣
」
は
同
じ
で
あ
る
け
れ
ど
も
「
髄
」
は
別
の
も
の
で
あ
り
、
王
昌
齢
の
「
聲
」
は

　
　
　
け
は

や
や

「
峻
」
し
い
、
と
い
う
。
両
者
の
「
髄
」
の
違
い
は
、
必
ず
し
も
「
聲
」
の
違
い
に
由
來
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
、
r
聲
」
の

状
態
が

「
髄
」
の
違
い
を
生
じ
さ
せ
る
ひ
と
つ
の
要
因
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
よ
う
、

　
王

昌
齢
の
F
聲
」
の
状
態
を
表
す
言
葉
と
し
て
、
殿
瑠
が
「
峻
」
と
い
う
何
ら
か
の
高
さ
や
瞼
し
さ
を
表
す
言
葉
を
選
ん
で
い
る
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
の

注

目
に
値
す
る
．
租
詠
へ
の
品
藻
で
も
、
「
氣
」
が
「
高
」
い
か
ど
う
か
や
、
「
調
」
が
「
頗
る
俗
を
凌
ぐ
」
と
い
う
よ
う
に
、
何
ら
か
の
高

さ
が
意
識
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
「
調
」
の
「
高
下
」
と
い
う
意
識
と
つ
な
が
り
が
感
じ
ら
れ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
嚴
密
に
言
え
ば
違
い
は
あ
る
が
、
「
饅
」
と
「
調
」
と
い
う
術
語
は
、
お
そ
ら
く
か
な
り
近
い
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
と
言

え
よ
う
。
そ
し
て
、
も
ち
ろ
ん
詩
と
は
そ
も
そ
も
音
調
を
伴
う
も
の
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
詩
の
「
調
」
べ
は
、
「
聲



（聲
律
）
」
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
る
部
分
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
般
瑠
に
と
っ
て
は
、
「
詞
」
の
状
態
も
十
分
に
配
慮
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
詩
の
「
調
」
べ
に
大
き
く
影
響
す
る
と
考
え

て

い
た

と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

　
（
1
D
「
調
」
「
髄
」
が
「
雅
」
で
あ
る
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
か

　
そ

れ
で
は

『
河
岳
英
露
集
』
に
お
い
て
、
「
調
」
や
「
鵠
」
が
「
雅
」
で
あ
る
、
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
。
　
r
調
」

の

「
高

下
」
と
は
ま
た
違
っ
た
要
素
の
存
在
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
れ

　
筆
者
は
す
で
に
別
稿
で
『
河
岳
英
露
集
』
に
お
け
る
「
雅
」
と
「
雅
髄
」
と
が
も
つ
意
味
に
つ
い
て
検
討
し
て
あ
る
。
そ
の
概
要
は
次
の

通
り
で
あ
る
。

　
F
雅
」
の
そ
も
そ
も
の
意
味
は
「
正
」
で
あ
り
、
「
雅
髄
」
と
は
「
正
し
い
と
さ
れ
る
ス
タ
イ
ル
」
で
あ
る
。
般
播
に
と
っ
て
「
正
し
い
と

さ
れ
る
ス
タ
イ
ル
」
と
は
何
か
。
般
播
は
『
河
岳
英
籔
集
』
の
編
纂
時
期
の
詩
を
、
「
叙
」
で
「
南
風
周
雅
、
稻
閲
今
日
」
す
な
わ
ち
周
の

時
代
の
詩
歌
の
再
來
と
し
つ
つ
、
F
論
」
で
「
言
氣
骨
則
建
安
爲
傳
、
論
宮
商
則
太
康
不
逮
」
す
な
わ
ち
建
安
に
も
負
け
な
い
「
氣
骨
（
‖

風
骨
）
」
と
播
岳
・
陸
機
ら
に
勝
る
「
聲
律
」
の
ど
ち
ら
も
備
え
て
い
る
と
し
て
い
る
。
自
分
達
の
詩
は
周
の
時
代
の
詩
歌
の
再
來
で
あ
る

と
い
う
こ
の
登
言
は
、
自
分
達
の
詩
こ
そ
を
正
統
の
も
の
と
規
定
す
る
た
め
の
登
言
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
、
自
分
達
の
詩
は
「
氣
骨
（
1
1

風

骨
）
」
と
「
聲
律
」
の
ど
ち
ら
も
備
え
て
い
る
と
し
て
い
る
こ
と
に
、
自
分
達
の
詩
の
正
統
性
と
と
も
に
、
理
想
的
な
詩
で
あ
る
と
の
自

負
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
河
岳
英
露
集
』
で
は
「
雅
髄
」
以
外
の
詩
は
牧
録
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
段
播
は
士
大
夫
達

の

こ
の
よ
う
な
詩
風
こ
そ
、
「
雅
髄
」
つ
ま
り
は
「
正
し
く
『
詩
経
』
の
傳
統
を
受
け
纏
い
だ
ス
タ
イ
ル
」
と
と
ら
え
て
い
た
。

　
以
上
が
別
稿
の
概
要
で
あ
る
。

　
F
雅
」
は
、
何
ら
か
の
意
味
で
「
正
」
し
さ
を
表
し
、
『
河
岳
英
露
集
』
に
お
い
て
は
何
ら
か
の
意
味
で
傳
統
を
受
け
纏
い
で
い
る
と
い
う
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こ
と
を
表
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
次
に
「
調
」
が
「
雅
」
で
あ
る
と
は
ど
の
よ
う
な
状
態
の
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
を
見
て
い
き
た
い
。

　
「
雅
調
」
と
い
う
術
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
孟
浩
然
へ
の
品
藻
か
ら
、
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
傍
線
部
で

あ
る
。

　
　
余
嘗
謂
禰
衡
不
遇
、
趙
壼
無
線
、
其
過
在
人
也
。
及
観
裏
陽
孟
浩
然
馨
折
謙
退
、
才
名
日
高
、
天
下
籍
甚
、
寛
論
落
明
代
、
終
於
布
衣
、

　
　
悲
夫
。
浩
然
詩
、
文
彩
革
茸
、
経
緯
綿
密
、
牛
遵
雅
調
全
削
凡
髄
。
至
如
「
衆
山
遙
封
酒
、
孤
喚
土
ハ
題
詩
」
、
無
論
興
象
、
兼
復
故
實
。

　
　
又

「
氣
蒸
雲
夢
澤
、
波
動
岳
陽
城
」
、
亦
爲
高
唱
。
「
建
徳
江
宿
」
云
、
「
移
舟
泊
煙
渚
、
日
暮
客
愁
新
。
野
膿
天
低
樹
、
江
清
月
近
人
。
」

　
F
浩
然
の
詩
、
文
彩
革
茸
に
し
て
、
経
緯
綿
密
、
牛
ば
雅
調
に
遵
ひ
全
て
凡
髄
を
剤
る
」
と
あ
る
。

　
孟
浩
然
の
詩
の
特
徴
と
し
て
ま
ず
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
、
詩
を
彩
る
飾
り
（
「
文
彩
」
）
が
豊
富
だ
二
革
茸
」
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6

も
し
こ
の
飾
り
　
（
F
文
彩
」
）
が
、
軍
な
る
飾
り
の
た
め
だ
け
の
飾
り
で
あ
れ
ば
、
段
瑠
が
「
叙
」
で
「
粛
氏
よ
り
以
還
、
尤
も
矯
飾
を
増
す
　
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

（自
薫
氏
以
還
、
尤
増
矯
飾
）
」
と
批
判
し
た
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
「
宮
饅
」
風
の
詩
と
な
っ
て
し
ま
う
は
ず
で
あ
る
。
富
然
、
段
播
は
強
く

批
判
す
る
は
ず
で
あ
る
。

　
し
か
し
段
瑠
は
績
け
て
、
「
経
緯
」
が
「
綿
密
」
だ
と
評
債
し
て
い
る
。
一
篇
の
詩
が
全
饅
と
し
て
何
ら
か
の
緊
密
性
を
も
っ
て
構
成
さ

れ
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
つ
ま
り
孟
浩
然
の
場
合
、
殿
瑠
は
豊
富
な
飾
り
が
無
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
無
く
、
何
ら
か
の
必
然
性
を
持
っ
て
緊
密
に
一
篇

の
詩
に

構
成
さ
れ
て
い
る
と
見
な
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
假
に
、
全
髄
と
し
て
主
旨
は
傳
わ
る
け
れ
ど
も
、
何
の
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
が
詩
を
讃
む
享
受
者
（
1
1
讃
者
）
に
傳
わ
り
に
く

い
飾
り
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
た
と
し
よ
う
。
す
る
と
、
そ
の
飾
り
は
そ
の
詩
の
文
脈
か
ら
は
離
れ
て
浮
き
上
が
っ
て
し
ま
う
は
ず
で
あ
る
。



富
然
「
経
緯
」
が
「
綿
密
」
だ
と
い
う
評
債
と
矛
盾
が
生
じ
る
。
こ
の
假
定
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

　
孟
浩

然
へ
の
品
藻
は
こ
の
後
に
「
牛
ば
雅
調
に
遵
ひ
全
て
凡
髄
を
削
る
（
牛
遵
雅
調
全
削
凡
禮
）
」
と
績
く
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
部
分
の
論

理
も
、
こ
れ
ま
で
検
討
を
加
え
て
き
た
「
文
彩
革
茸
、
経
緯
綿
密
」
と
い
う
前
牛
部
分
の
論
理
と
矛
盾
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
凡
賠
」
と
は
、
何
の
新
し
さ
も
な
い
、
卒
凡
な
詩
の
あ
り
よ
う
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
『
河
岳
英
重
集
』

叙
に

よ
れ
ば
、
段
播
は
自
分
が
選
び
取
っ
た
詩
を
、
新
し
さ
と
傳
統
と
の
雨
面
を
受
け
纏
い
だ
詩
だ
と
誇
っ
て
い
る
二
瑠
今
所
集
、
頗
異

諸
家
、
既
閑
新
聲
、
復
曉
古
髄
」
）
。
千
篇
一
律
の
何
の
新
し
さ
も
無
い
「
凡
鵠
」
の
要
素
を
、
全
て
削
り
蓋
く
し
た
孟
浩
然
の
詩
は
、
般
播

の
批
評
眼
に

か
な
う
詩
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
で

は
、
も
し
假
に
、
傳
統
を
打
破
し
た
新
し
さ
だ
け
の
詩
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
般
播
の
批
評
眼
に
か
な
う
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
の

よ
う
な
詩
も
、
殿
瑠
は
批
判
す
る
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
殿
播
は
新
し
さ
と
傳
統
と
の
雨
面
を
受
け
纏
い
だ
詩
を
選
び
取
っ
た
と
誇
っ

て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
、
新
し
さ
を
持
ち
つ
つ
も
、
ど
こ
か
で
傳
統
を
受
け
纏
い
で
い
る
、
と
い
う
特
徴
を
、
段
瑠
は
ま
さ
に
「
牛
ば
雅
調
に
遵
ひ
全
て
凡

髄
を
剛
る
（
牛
遵
雅
調
全
削
凡
艘
）
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
r
調
」
が
「
雅
」
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
た
め
に
は
、
ど
こ
か
で
傳
統
を
受
け
纏
い
で
い
る
部
分
を
持
つ
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
傳
統

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に

則
っ
た
だ
け
の
詩
で
あ
れ
ば
、
「
凡
艘
」
と
見
な
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
あ
く
ま
で
「
牛
ば
雅
調
に
遵
ひ
」
つ
つ
、
一
方
で
「
全
て
凡
髄
を
削
る
」
か
ら
こ
そ
、
孟
浩
然
の
詩
は
こ
の
雨
面
を
求
め
る
殿
瑠
の
批
評

眼
に

か

な
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
孟
浩
然
へ
の
品
藻
の
前
牛
部
分
と
の
整
合
性
を
考
え
る
な
ら
ば
、
新
し
さ
と
と
も
に
ど
こ
か
傳
統
に
則
っ

た

と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
讃
者
に
と
っ
て
「
経
緯
」
が
「
綿
密
」
だ
と
い
う
よ
う
に
、
一
篇
を
通
し
て
文
脈
を
追
い
や
す
い
詩
に
な
る

の
だ

と
考
え
ら
れ
よ
う
。
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翻
っ
て
言
え
ば
、
般
播
は
、
何
ら
か
の
形
で
傳
統
を
纏
承
し
つ
つ
も
新
し
さ
を
込
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
讃
み
取

れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
検
討

し
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
次
節
に
お
い
て
王
維
へ
の
品
藻
に
用
い
ら
れ
た
「
秀
」
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。

　
（
3
）
段
瑠
の
詩
論
に
お
け
る
「
秀
」
と
は
何
か

　
結
論
か

ら
言
え
ば
、
「
秀
」
と
は
、
卒
凡
で
は
無
い
抜
き
ん
出
た
新
し
さ
を
持
ち
つ
つ
、
讃
者
が
心
地
よ
く
感
じ
ら
れ
る
範
園
で
ほ
ど
よ

く
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
状
態
を
表
す
術
語
な
の
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
も
う
一
度
、
王
維
に
封
す
る
品
藻
の
注
目
箇
所
を
示
し
て
お
き
た
い
。

　
　
維
詩
詞
秀
調
雅
、
意
新
理
恢
、
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な

　
王
維
の
詩
は
「
詞
」
が
「
秀
」
で
て
お
り
「
調
」
が
「
雅
」
で
あ
り
、
「
意
」
が
「
新
」
し
く
「
理
」
が
「
憧
」
（
心
に
か
な
っ
て
氣
持
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幻

よ
）
い
、
と
そ
の
特
徴
が
概
括
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
王
維
の
「
意
」
は
、
「
新
」
し
い
と
評
債
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
に
は
、
段
瑠
は
王
維
の
詩
か
ら
、
新
た
な
題
材
を
求
め
よ
う

と
し
た
り
、
同
じ
題
材
だ
と
し
て
も
新
た
な
切
り
口
を
求
め
よ
う
と
す
る
よ
う
な
意
識
を
王
維
と
い
う
詩
人
が
も
っ
て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら

れ
る
、
と
と
ら
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
孟
浩
然
へ
の
品
藻
を
検
討
し
た
際
に
見
ら
れ
た
般
播
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
．
こ
う
し
て
一
方
で
「
新
」
し
さ
が
評
債
さ
れ
て
い

る
か
ら
に
は
、
も
う
一
方
で
そ
の
新
し
さ
を
安
定
さ
せ
る
要
素
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
王
維
に
つ
い
て
は
、
殿
瑠
は
ど
こ
に
そ
の
要
素
を
見

い
だ

し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な

　
ひ

と
つ
に
は
、
王
維
の
「
調
」
が
「
雅
」
だ
と
い
う
要
素
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
「
理
」
が
「
恢
」
う
と
い
う
要
素
で
あ
る
と
考
え
ら

れ

る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
必
要
と
さ
れ
て
い
る
ポ
イ
ン
ト
が
違
う
よ
う
だ
。



　
ま
ず
「
調
」
が
「
雅
」
だ
と
評
債
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
こ
う
。

　

こ
れ
も
孟
浩
然
へ
の
品
藻
に
見
ら
れ
た
般
瑠
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
、
「
調
」
が
「
雅
」
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
た
め
に
は
、
ど
こ
か
で
傳

統
を
受
け
縫
い
で
い
る
部
分
を
持
つ
は
ず
で
あ
っ
た
。
ど
こ
か
で
傳
統
を
受
け
纏
い
で
い
る
と
讃
者
が
感
じ
る
部
分
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

讃
者
に
と
っ
て
は
安
定
し
て
讃
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
部
分
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
新
」
し
さ
を
安
定
さ
せ
る

要
素
と
し
て
機
能
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
王
維
へ
の
品
藻
で
は
、
「
調
」
が
「
雅
」
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
プ
ラ
ス
に
評
債
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
調
」
が
「
雅
」
で
あ

る
と
い
う
こ
と
自
髄
は
、
實
は
マ
イ
ナ
ス
の
評
債
と
も
な
り
得
る
要
素
を
含
み
持
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
先
に

孟
浩

然
へ
の
品
藻
で
検
討
し
た
と
お
り
、
孟
浩
然
は
、
「
牛
ば
雅
調
に
遵
ひ
」
つ
つ
も
、
「
全
て
凡
髄
を
削
」
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

千
篇
一
律
の
詩
か
ら
は
冤
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
孟
浩
然
は
、
あ
く
ま
で
「
雅
調
」
に
は
「
牛
ば
」
從
っ
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
王
維
の
「
調
」
は
「
牛
ば
」
で
は
な
く
「
雅
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
新
し
さ
を
安
定
さ
せ
る
要
素
と
し
て
機
能
す
る
「
雅
」
で
は
あ
っ

て

も
、
全
て
が
そ
れ
だ
け
で
は
マ
イ
ナ
ス
の
債
値
と
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
も
は
ら
ん
で
い
る
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
傳
統
を
受
け
纏

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

い

で
い

る
部
分
だ
け
で
は
、
ど
こ
に
も
新
し
さ
が
無
い
か
ら
で
あ
る
。
ど
こ
か
で
そ
れ
を
打
破
す
る
要
素
を
必
要
と
し
よ
う
。
王
維
の
持
つ

コ
意
」
の
「
新
」
し
さ
は
そ
の
要
素
と
し
て
機
能
す
る
は
ず
で
あ
る
。

　
王
維
の
、
F
意
」
が
「
新
」
し
い
こ
と
と
「
調
」
が
「
雅
」
で
あ
る
こ
と
と
は
、
こ
の
よ
う
に
相
互
に
補
い
合
っ
て
い
る
部
分
が
あ
る
關

係
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
だ

が

「
意
」
が
「
新
」
し
い
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
牧
ま
る
ま
い
。
詩
を
構
成
す
る
こ
と
ば
（
「
詞
」
）
に
も
、
當
然
新
し
さ
を
求
め
る

は

ず
で

あ
る
。
「
意
」
の
「
新
」
し
さ
と
、
そ
れ
を
承
け
て
生
み
出
さ
れ
た
、
卒
凡
な
も
の
で
は
無
い
こ
と
ば
は
、
ど
こ
か
抜
き
ん
出
た
新

し
い
部
分
を
持
つ
は
ず
で
あ
る
。
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ヘ
　
　
　
へ

　

し
か
し
1
方
で
、
卒
凡
で
は
無
い
抜
き
ん
出
た
新
し
さ
を
持
っ
て
い
る
だ
け
で
は
、
あ
る
い
は
讃
者
に
は
意
味
が
傳
わ
り
に
く
い
と
い
う

マ
イ
ナ
ス
の
債
値
を
持
つ
可
能
性
を
も
は
ら
ん
で
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　
そ

こ
を
プ
ラ
ス
の
債
値
に
高
め
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の
こ
そ
が
、
新
し
さ
を
安
定
さ
せ
る
要
素
と
し
て
先
に
畢
げ
て
お
い
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な

の

二
つ
目
、
す
な
わ
ち
「
理
」
が
「
櫃
」
う
と
い
う
要
素
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
前
節
で
検
討
し
た
孟
浩
然
へ
の
品
藻
で
は
、
詩
を
彩
る
飾
り
（
F
文
彩
」
）
が
豊
富
だ
と
い
う
、
あ
る
い
は
マ
イ
ナ
ス
に
も
な
り
得
る
要
素

が
、
「
経
緯
」
が
「
綿
密
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
プ
ラ
ス
の
債
値
に
高
め
ら
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な

　
孟
浩
然
で
は
「
経
緯
」
が
「
綿
密
」
だ
と
い
う
要
素
が
擾
っ
て
い
た
機
能
は
、
王
維
で
は
「
理
」
が
「
櫃
」
（
心
に
か
な
っ
て
氣
持
ち
よ
）

う
が
携
っ
て
い
る
と
假
定
す
る
と
、
般
播
の
詩
論
と
し
て
矛
盾
が
生
じ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
假
定
を
確
か
め
て
い
き
た
い
。
『
河
岳
英
霊
集
』
に
お
け
る
「
理
」
の
用
例
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
す
る
と
、
「
理
屈
」
も
し
く
は
「
論

理
的
す

じ
み
ち
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

　
例

え
ば
、
儲
光
義
に
封
し
て
の
品
藻
に
は
、
末
尾
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
…
－
播
嘗
観
儲
公
正
論
十
五
巻
、
九
経
分
義
疏
二
十
巻
、
言
博
理
當
、
實
可
謂
経
國
之
大
才
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
こ
と

　
儲
光
義
が
著

し
た
恐
ら
く
経
書
に
關
わ
る
書
物
、
『
正
論
』
や
『
九
経
分
義
疏
』
を
目
に
し
て
、
殿
播
は
「
言
博
く
理
富
た
る
、
實
に

経

國
の
大
才
と
謂
ふ
べ
き
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
言
博
く
理
富
た
る
」
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
嚢
言
は
廣
い
範
園
に
わ
た
っ
て

お

り
、
そ
こ
で
言
っ
て
い
る
こ
と
は
理
屈
が
通
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
「
實
に
経
國
の
大
才
と
謂
ふ
べ
き
な
り
」
、
す
な
わ
ち
本
當
に
國

を
運
螢
し
て
い
v
う
え
で
の
す
ば
ら
し
い
才
能
の
持
ち
圭
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
る
、
と
評
債
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
理
」
と
は
、
國
を
運
螢
し
て
い
く
う
え
で
の
「
理
屈
」
や
「
論
理
的
す
じ
み
ち
」
の
意
味
だ
と
判
断
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な

　
王
維
の
詩
は
「
理
」
が
「
憧
」
（
心
に
か
な
っ
て
氣
持
ち
よ
）
う
と
評
債
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
は
、
詩
と
し
て
の
「
理
」
す
な
わ
ち
文
脈

（44）



が
追
い
や

す
い
と
讃
者
に
は
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
の
文
脈
の
追
い
や
す
さ
は
、
讃
者
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
で
は
な
く
、
心

地
よ
く
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
プ
ラ
ス
の
債
値
　
（
F
s
s
」
）
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ

う
し
て
、
　
F
意
」
の
「
新
」
し
さ
を
承
け
て
生
み
出
さ
れ
た
、
卒
凡
で
は
無
い
抜
き
ん
出
た
新
し
さ
を
持
っ
て
い
る
こ
と
ば
（
F
詞
」
）
は
、

　
　
　
　
　
か
な

「
理
」
が
「
憧
」
う
と
い
う
要
素
に
よ
っ
て
プ
ラ
ス
の
債
値
に
高
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
状
態
に
な
っ
た
王
維
詩
の
こ
と
ば
（
「
詞
」
）

こ

そ

が
、
殿
瑠
に
よ
っ
て
「
秀
」
と
い
う
術
語
で
と
ら
え
ら
れ
、
評
債
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
孟
浩
然
で
は
「
経
緯
」
が
「
綿
密
」
だ
と
い
う
要
素
が
携
っ
て
い
た
機
能
は
、
王
維
で
は
「
理
」
が

か
な

「
悔
」
う
と
い
う
要
素
が
措
っ
て
い
る
と
い
う
先
ほ
ど
の
假
定
は
、
王
維
の
品
藻
が
も
つ
文
脈
と
矛
盾
し
な
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
と
言

え
よ
う
。

　
す

な
わ
ち
王
維
の
詩
に
つ
い
て
、
段
播
が
下
し
た
「
維
詩
詞
秀
調
雅
、
意
新
理
憧
」
と
い
う
評
債
は
次
の
よ
う
な
論
理
で
成
り
立
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
王
維
の
詩
は
、
コ
意
」
の
「
新
」
し
さ
を
承
け
て
、
詩
を
構
成
す
る
こ
と
ば
（
「
詞
」
）
が
抜
き
ん
出
た
素
晴
ら
し
さ
を
持
っ
て
い
る
。
し

か

し
そ
の
よ
う
な
こ
と
ば
の
新
し
さ
は
、
あ
る
い
は
讃
者
に
と
っ
て
は
わ
か
り
に
く
さ
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
の
要
素
と
も
な
り
得
る
。
し
か
し
、

王
維
の
詩
の
「
調
」
は
「
雅
」
で
あ
り
、
傳
統
的
な
要
素
を
持
っ
て
い
る
た
め
、
讃
者
が
穏
や
か
に
受
け
止
め
や
す
い
。
ま
た
、
詩
の
「
理
」

す
な
わ
ち
文
脈
が
追
い
や
す
く
、
讃
者
に
と
っ
て
は
詩
を
構
成
す
る
こ
と
ば
の
連
な
り
が
心
地
よ
く
（
「
憧
」
）
感
じ
ら
れ
る
。

　
段
播
が
王

維
の
「
詞
」
が
「
秀
」
だ
と
言
う
と
き
、
詩
を
構
成
す
る
こ
と
ば
が
、
卒
凡
で
は
無
い
抜
き
ん
出
た
新
し
さ
を
持
ち
つ
つ
、
讃

者
が
心
地

よ
く
感
じ
ら
れ
る
範
園
で
ほ
ど
よ
く
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
、
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
持
っ
た
こ
と
ば
こ
そ

が
、
段
播
に
と
っ
て
は
「
秀
」
だ
と
判
断
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
段
播

『
河
岳
英
露
集
』
に
お
け
る
「
秀
」
と
は
、
卒
凡
で
は
無
い
抜
き
ん
出
た
新
し
さ
を
持
ち
つ
つ
、
讃
者
が
心
地
よ
く
感
じ
ら
れ
る
範

（45）



園
で
ほ
ど
よ
く
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
状
態
を
表
す
術
語
な
の
で
あ
る
。

　
「
秀
」
は
李
碩
へ
の
品
藻
で
も
次
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
先
ほ
ど
の
結
論
を
富
て
は
め
て
矛
盾
が
生
じ
な
い
か
を
見
て
お

き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
碩
詩
登
調
既
清
、
修
欝
亦
秀
、
雑
歌
成
善
、
玄
理
最
長
。
…
…

　
こ
こ
で
は
、
李
碩
の
詩
は
「
調
」
の
あ
ら
わ
れ
方
が
「
清
」
い
だ
け
で
な
く
、
「
修
欝
」
も
「
秀
」
で
て
い
る
、
「
雑
歌
」
は
ど
れ
も
す
ぐ

れ
、
「
玄
理
」
と
い
う
面
が
最
も
得
意
で
あ
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
お
こ

　
「
調
を
登
」
す
こ
と
と
「
修
鮮
」
と
が
拉
べ
て
使
わ
れ
て
い
る
。
「
修
欝
」
と
は
當
然
、
ど
の
よ
う
な
表
現
の
仕
方
を
し
て
い
る
か
と
い
う

修
欝
面
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
封
す
る
形
で
「
調
を
登
す
こ
と
既
に
清
」
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
に
は
「
調
を
登
す
」

と
は
、
修
欝
面
と
は
違
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
「
調
」
が
「
襲
」
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
こ
れ
は
音
聲
面
に
何
ら
　
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ほ

か
の

形
で
關
係
す
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　
王
維
へ
の
品
藻
の
論
理
を
當
て
は
め
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
こ

　
李
願
の
詩

は
、
「
修
爵
」
と
い
う
面
で
、
何
ら
か
の
新
し
さ
を
持
つ
抜
き
ん
出
た
す
ば
ら
し
さ
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
新
し
さ
は
「
登
」

さ
れ
る
「
調
」
の
「
清
」
ら
か
さ
と
矛
盾
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
讃
者
に
と
っ
て
は
、
「
調
」
の
「
清
」
ら
か
さ
と
と
も
に
、
心
地
よ
く
感

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

へ

じ
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ど
れ
も
良
い
と
さ
れ
る
李
碩
の
「
雑
歌
」
は
音
聲
面
と
よ
り
強
く
關
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
最

も
長
ず
」
と
さ
れ
て
い
る
「
玄
理
」
は
、
老
荘
思
想
に
關
わ
る
「
理
」
と
考
え
ら
れ
る
。
ど
の
よ
う
な
「
理
」
で
あ
ろ
う
と
、
讃
者
に
傳
わ

る
か
ら
こ
そ
、
「
最
も
長
ず
」
と
プ
ラ
ス
に
評
債
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
も
「
秀
」
は
、
「
清
」
と
い
う
、
讃
者
に
と
っ
て
何
ら
か
の
形
で
心
地
よ
さ
を
表
す
言
葉
と
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
王
維
へ
の
品
藻
で
検
討
し
た
「
秀
」
と
い
う
術
語
へ
の
理
解
は
、
こ
こ
で
も
矛
盾
を
生
じ
な
い
。



【終
わ
り
に
】

　
拙
論
で

は
、
段
播
『
河
岳
英
霊
集
』
に
お
け
る
「
秀
」
と
は
、
卒
凡
で
は
無
い
抜
き
ん
出
た
新
し
さ
を
持
ち
つ
つ
、
讃
者
が
心
地
よ
く
感

じ
ら
れ
る
範
園
で
ほ
ど
よ
く
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
状
態
を
表
す
術
語
で
あ
る
、
と
結
論
づ
け
た
。

　
し
か
し
、
本
來
は
「
奇
」
と
比
較
し
て
こ
そ
、
よ
り
十
全
な
理
解
に
な
る
。

　
お

そ

ら
く
は
王
維
詩
が
持
つ
「
理
」
が
「
恒
」
だ
と
い
う
よ
う
な
要
素
が
無
い
と
、
何
ら
か
の
形
で
「
峻
」
の
よ
う
な
讃
者
に
ゴ
ツ
ゴ
ツ

と
し
た
感
畳
を
も
た
ら
し
、
そ
の
結
果
「
奇
」
と
判
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
豫
想
し
て
い
る
。
現
在
準
備
中
の
別
稿
で
検

討
を
加
え
て
い
き
た
い
。

　
ま
た
、
拙
論
で
は
概
念
的
な
議
論
に
終
始
し
て
、
具
饅
的
な
作
品
と
關
連
付
け
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
あ
わ
せ
て
’
今
後
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の

課
題

と
し
た
い
。
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【注
】

（
1
）

（
2
）

『
河
岳
英
露
集
』
の
本
文
は
、
李
珍
華
・
傅
旋
綜
撰
『
河
岳
英
霊
集
研
究
』
（
中
華
書
局
、
一
九
九
二
年
九
月
）
所
牧
の
「
河
岳
英
霊
集
校
黙
」
に
從
う
。

例
え
ば
、
上
尾
龍
介
「
峯
参
の
邊
塞
詩
」
（
目
加
田
誠
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
刊
行
會
編
纂
『
中
國
學
論
集
目
加
田
誠
博
士
還
暦
記
念
』
．
l
九
六
四

年
十
一
月
）
、
原
田
憲
雄
「
實
塔
ー
苓
参
傳
論
i
」
（
花
園
大
學
文
學
部
『
花
園
大
學
研
究
紀
要
』
第
一
號
、
一
九
七
O
年
三
月
）
・
新
免
恵
子
「
ぢ
参

の
詩
に

つ
い

て
－
同
1
表
現
の
多
用
1
」
（
日
本
中
國
學
會
『
日
本
中
國
學
會
報
』
第
三
十
三
號
、
1
九
八
1
年
）
・
同
「
火
「
参
の
詩
に
つ
い
て
－
動

詞

の

用

法
ー
」
（
廣
島
大
學
文
學
部
中
國
中
世
文
學
研
究
會
『
中
國
中
世
文
學
研
究
』
第
十
⊥
ハ
號
、
一
九
八
三
年
）
・
同
「
苓
参
の
比
喩
表
現
ー
擬
人

法

を
中
心
と
し
て
ー
」
　
（
廣
島
大
學
文
學
部
中
國
中
世
文
學
研
究
會
『
中
國
中
世
文
學
研
究
』
第
十
八
號
、
一
九
八
六
年
）
、
増
子
和
男
「
ぢ
参
詩
に

封
す

る
評
語
「
奇
」
の
解
稗
を
め
ぐ
っ
て
1
文
學
批
評
史
の
観
黙
か
ら
－
」
　
（
中
國
詩
文
研
究
會
『
中
國
詩
文
論
叢
』
第
六
號
、
一
九
八
七
年
六
月
）
、

栗
栖
瑛

「
唐
代
詩
人
苓
参
の
後
世
に
お
け
る
評
債
の
愛
遷
と
そ
の
過
程
」
（
慶
慮
義
塾
大
學
藝
文
學
會
『
藝
文
研
究
』
第
百
十
五
號
、
二
〇
一
八
年
）



（3
）

（4
）

（5
）

（6
）

（7
）

（8
）

（9
）

（1
）

（1
）

等
が
畢
げ
ら
れ
る
。

段
播
自
身
が
『
河
岳
英
藁
集
』
叙
で
「
詩
二
百
三
十
四
首
、
分
爲
上
下
春
、
起
甲
寅
、
終
癸
巳
。
倫
次
干
叙
、
品
藻
各
冠
篇
額
」
と
言
う
。

拙
稿

「
『
河
岳
英
霊
集
』
に
お
け
る
「
術
語
」
の
用
い
方
か
ら
見
た
殿
播
の
詩
論
」
（
『
大
東
文
化
大
學
中
國
學
論
集
』
w
a
l
　
1
1
　
l
s
s
’
二
〇
〇
五
年
l
l
l
月
）

拉
び

に
、
そ
れ
を
嚢
展
・
修
正
し
た
博
士
論
文
「
『
河
岳
英
露
集
』
の
詩
論
研
究
」
（
二
〇
〇
九
年
）
の
第
一
章
「
段
播
に
と
っ
て
詩
と
は
ど
の
よ
う

な
構
造
を
し
て
い
る
の
か
」
の
圭
に
第
二
節
「
『
河
岳
英
霊
集
』
の
詩
論
の
構
造
」
。

品
藻
が
こ
の
よ
う
な
型
を
持
つ
こ
と
は
、
そ
れ
が
殿
播
『
河
岳
英
震
集
』
が
鍾
條
『
詩
品
』
か
ら
受
け
て
い
る
影
響
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
と
と
も
に
、

す
で
に

興
膳
宏
氏
が
論
文

「
詩
品

か

ら
詩
話
へ
」
（
『
中
國
文
學
報
』
第
四
七
號
、
一
九
九
三
年
十
月
）
で
「
あ
る
詩
人
を
評
す
る
に
當
た
っ
て
、
ま

ず
そ

の
詩
風
の
本
質
を
簡
約
な
評
語
で
概
括
的
に
提
示
す
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

例
外

と
し
て
、
蒔
操
へ
の
品
藻
の
よ
う
に
「
擦
爲
人
骨
鰻
、
有
氣
塊
、
其
文
亦
爾
」
と
、
詩
人
の
人
と
な
り
の
説
明
か
ら
詩
文
の
特
徴
に
つ
な
げ
る

も
の
も
あ
る
。

前
掲
注

（
5
）
o

『
詩
品
』
の
本
分
と
内
容
理
解
は
、
曹
旭
集
注
『
詩
品
集
注
』
（
中
國
古
典
文
學
叢
書
、
上
海
古
籍
出
版
吐
、
一
九
九
四
年
十
月
）
に
從
い
、
興
膳
宏
　
幻

著

『
合
壁
詩
品
書
品
』
（
研
文
出
版
、
1
1
0
　
1
　
1
年
八
月
）
を
適
宜
参
照
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぽ

注

（
8
）
前
掲
書
、
興
膳
一
一
四
頁
。

高
木

正
一
課
注
『
鍾
燦
詩
品
』
（
東
海
大
學
古
典
叢
書
、
東
海
大
學
出
版
會
、
一
九
七
八
年
三
月
、
二
八
〇
頁
）
。
ま
た
曹
旭
（
注
〔
8
〕
前
掲
書
、

1110
　
1
頁
）
は
「
警
策
逡
勤
」
と
注
し
て
い
る
。

前
掲
注
（
4
）
。


