
批
評
・
紹
介

詩
経
諸
篇
の
成
立
に
閥
ナ
る
研
究

松

本

雅

明

昭
和
三
十
三
年
一
月
東
京
東
洋
文
庫

序
五
頁
本
文
九
五
二
頁
索

引
二
四
頁
英
文
要
項
二

O
頁
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多
年
に
わ
た
る
著
者
の
詩
経
研
究
は
、
こ
こ
に
欝
然
た
る
こ
の
書
を
成
し
た
。

こ
れ
ま
で
諸
雑
誌
に
渡
表
さ
れ
た
数
多
く
の
論
文
は
、
こ
の
書
を
結
晶
す
る
た

め
の
過
程
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
諸
論
文
は
、
修
正
を
加
え
ら
れ
つ

つ
、
こ
の
書
物
の
一
部
分
と
な
り
、
こ
こ
に
は
じ
め
て
渓
表
さ
れ
た
よ
り
多
く

の
部
分
と
と
も
に
、
著
者
の
め
ざ
す
結
論
を
み
ち
び
き
だ
し
て
い
る
。

著
者
の
研
究
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
詩
経
に
お
さ
め
ら
れ
た
三
百
五
篇

の
詩
の
年
代
を
考
定
し
て
、
古
代
史
の
資
料
と
し
て
役
立
て
る
に
あ
る
。
ま
た

研
究
の
動
機
は
世
詩
経
の
詩
が
古
代
資
料
の
な
か
に
占
め
る
特
殊
な
位
置
、
こ

と
に
そ
の
「
園
風
」
篇
の
大
部
分
が
、
庶
民
の
生
活
か
ら
じ
か
に
生
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
へ
の
重
視
に
あ
る
。
ま
た
研
究
の
方
法
と
し
て
は
、
毛
序
、
毛
停
、

鄭
築
は
じ
め
、
奮
来
の
捕
開
設
は
、
戦
闘
以
来
の
諸
皐
涯
の
理
念
に
よ
っ
て
、
倫

理
的
・
政
治
的
な
諸
要
素
が
附
加
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
一
切
そ
れ
ら
に
こ
だ

わ
ら
な
い
。
ま
た
今
の
詩
経
が
園
風
篇
を
十
五
の
地
域
に
分
類
す
る
の
に
つ
い

て
も
、
春
秋
末
か
ら
験
園
へ
か
け
て
の
皐
者
の
手
が
加
わ
っ
て
い
る
ゆ
え
に
、

分
類
の
時
期
と
確
賓
度
に
疑
問
が
あ
る
と
し
て
、
こ
だ
わ
ら
な
い
。
そ
れ
ら
の

貼
は
フ
ラ
ン
ス
の
グ
ラ
ネ
!
と
態
度
を
同
じ
く
す
る
が
、
グ
ラ
ネ
一
ー
が
ま
ず
詩

の
外
部
に
、
古
代
の
祭
躍
に
つ
い
て
の
推
測
を
設
定
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
詩
の

各
篇
を
説
こ
う
と
す
る
態
度
に
謝
し
て
は
、
第
七
章
「
古
代
祭
躍
の
復
原
」
で

詳
論
す
る
よ
う
に
、
批
判
内
的
で
あ
る
。
ま
た
詩
中
に
あ
ら
わ
れ
た
天
象
紀
事
、

人
名
、
地
名
、
園
名
な
ど
に
よ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
詩
の
年
代
を
比
定
し
よ
う

と
す
る
橋
本
増
吉
博
士
そ
の
他
の
方
法
に
謝
し
て
も
、
第
六
章
「
年
代
推
定
の

治
資
料
」
で
詳
論
す
る
よ
う
に
、
経
制
到
的
な
決
定
は
む
つ
か
し
い
と
し
て
、
批
剣

的
、
否
定
的
で
あ
る
。
た
だ
小
雅
「
十
月
之
交
」
の
詩
に
現
れ
る
日
食
が
、
卒

玉
三
十
六
年
、
前
七
三
五
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の

で
あ
り
、
そ
れ
も
あ
と
か
ら
の
迫
記
で
あ
る
こ
と
を
保
し
が
た
い
と
す
る
。

か
く
従
来
の
諸
種
の
方
法
を
否
定
す
る
著
者
は
、
著
者
濁
自
の
新
し
い
方
法

を
提
示
し
寅
践
す
る
。
す
な
わ
ち
、
い
く
つ
か
の
詩
に
同
じ
表
現
の
句
が
共
通

し
て
見
え
る
も
の
を
抽
出
し
、
そ
の
使
用
が
自
然
な
も
の
と
し
て
働
い
て
い
る
一

L

と
感
ぜ
ら
れ
る
も
の
、
そ
れ
ら
は
古
く
、
逆
に
ぎ
こ
ち
な
い
不
自
然
な
要
素
を
凶

ふ
く
む
と
感
ぜ
ら
れ
る
も
の
は
、
新
し
い
、
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
一

「
新
古
の
暦
」
を
相
針
的
に
排
別
す
る
こ
と
が
、
著
者
の
方
法
の
基
礎
で
あ
り
、

中
心
で
あ
る
。

こ
と
に
著
者
が
重
視
す
る
の
は
、
詩
経
に
特
殊
な
修
辞
法
「
輿
」
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
詩
の
毎
章
の
は
じ
め
に
現
れ
る
自
然
描
寓
で
あ
り
、
あ
と
の
主
文
を

み
ち
び
き
だ
す
部
分
で
あ
る
。
関
谷
第
一
の
関
惟
の
詩
に
つ
い
て
い
え
ば
、

関
関
た
る
推
鳩
は

河
の
洲
に
在
り

と
い
う
こ
行
で
あ
っ
て
、
こ
の
二
行
の
自
然
描
寓
は
、

窃
匁
た
る
淑
女
は

君
子
の
好
逮

と
い
う
主
文
の
二
行
を
み
ち
び
き
だ
す
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
ま
ず
、
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自
然
、
す
な
わ
ち
こ
の
詩
で
い
え
ば
務
河
の
中
洲
に
い
る
鳥
を
、
描
潟
し
、
そ

れ
と
は
必
ず
し
も
関
係
し
な
い
主
文
あ
る
い
は
主
想
、
す
な
わ
ち
こ
の
詩
で
い

え
ば
、
窃
匁
た
る
淑
女
は
、
君
子
の
好
速
を
、
み
ち
び
〈
も
の
で
あ
り
、
い
い

か
え
れ
ば
、
即
興
、
リ
ズ
ム
、
聯
想
な
ど
に
よ
っ
て
、
主
文
を
ひ
き
お
こ
す
と

こ
ろ
の
、
気
分
象
徴
の
言
葉
で
あ
る
。
少
く
と
も
そ
れ
が
「
輿
」
の
修
僻
の
本

来
の
性
質
で
あ
る
。
奮
説
が
そ
れ
ら
の
「
輿
」
と
主
文
と
の
関
係
を
、
よ
り
密

接
な
、
道
徳
的
、
政
治
的
な
比
輸
と
見
る
の
は
、
あ
や
ま
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
「
輿
」
の
修
鮮
も
、
往
往
、
一
一
つ
以
上
の
詩
に
、
共
通

し
た
お
な
じ
言
葉
と
し
て
現
れ
る
。
そ
れ
ら
こ
そ
、
著
者
が
詩
の
「
新
古
の
屠
」

を
排
別
す
る
資
料
と
し
て
、
も
っ
と
も
重
視
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
、

「
揚
之
水
」
、
た
ば
し
る
川
水
、
云
云
、
と
い
う
「
輿
」
は
、
園
風
の
中
に
三
度

あ
ら
わ
れ
る
。
第
一
は
、
唐
風
の
「
揚
之
水
」
篇
で
あ
っ
て
、
全
三
章
の
う
ち
、

第
一
章
の
み
を
示
せ
ば

揚
れ
る
水
に

白
石
は
撃
墜

し

ろ

え

り

素
き
衣
朱
き
襟

お
〈

子
に
沃
に
従
わ
ん

既
に
君
子
を
見
れ
ば

い
か
ん

云
何
ぞ
祭
し
ま
ざ
ら
ん

こ
れ
は
著
者
に
よ
れ
ば
、
男
女
の
誘
引
の
詩
で
あ
り
、
嘗
設
が
い
う
よ
う
に

政
治
に
関
連
し
た
誠
刺
詩
で
は
な
い
。
そ
う
し
て
、
揚
之
水
、
白
石
盤
盤
、
「
白

お
〈

い
石
を
か
み
な
が
ら
奔
騰
す
る
水
」
は
、
愛
す
る
人
に
沃
(
地
名
)
に
従
い
ゆ

か
ん
と
す
る
と
こ
ろ
の
、
白
い
き
も
の
に
赤
い
え
り
を
き
た
女
の
、
は
ず
ん
だ

気
持
を
ひ
き
だ
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
の
「
揚
之
水
」
と
い
う
言
葉
は
、
自

然
で
あ
り
、
こ
の
「
輿
」
の
原
形
に
最
も
近
い
も
の
と
感
ぜ
ら
れ
る
。
つ
ま
り

「
揚
之
水
」
と
い
う
表
現
を
こ
の
よ
う
な
形
で
使
っ
て
い
る
こ
の
詩
は
、
あ
と

の
二
つ
よ
り
も
古
い
も
の
で
あ
る
。

吹
に
は
、
王
風
篤
の
「
揚
之
水
」
と
題
す
る
詩
で
あ
る
。
や
は
り
全
三
章
の

第
一
章
の
み
を
あ
げ
れ
ば
、

揚
れ
る
水
は

束
薪
を
流
さ
ず

彼
の
其
の
子
は

‘しv'~

・《
4

・

我
と
申
を
成
ら
ず

懐
う
哉
懐
う
哉

易
の
日
か
予
は
還
蹄
せ
ん
哉

著
者
は
、
こ
の
詩
を
、
善
説
と
お
な
じ
く
、
申
と
い
う
溢
境
に
あ
る
兵
士
が

故
郷
の
萎
や
愛
人
を
思
う
詩
と
し
、
ま
た
は
じ
め
の
ニ
句
は
、
ほ
ぽ
朱
子
の

「
詩
集
停
」
に
い
う
よ
う
に
、
見
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
「
輿
」
を
お
こ
す
も
の
、

つ
ま
り
「
嵐
自
の
輿
」
と
す
る
。
そ
う
し
て
水
の
流
れ
が
薪
の
束
に
か
か
っ
て

せ
か
れ
る
こ
と
、
そ
れ
が
家
郷
を
懸
い
思
う
征
人
た
ち
の
む
す
ぼ
れ
た
気
持
を

ひ
き
お
こ
す
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
さ
き
の
唐
風
の
お
な
じ
句
「
揚
之
水
」
が
、

愛
の
よ
ろ
こ
び
を
歌
う
の
と
は
反
劉
に
、
愛
の
悲
し
み
を
ひ
き
お
こ
す
貼
か
ら

見
て
、
前
の
唐
風
ほ
ど
は
省
く
な
い
。
つ
ま
り
ま
ず
さ
い
し
よ
さ
ぎ
の
唐
風
の

よ
う
な
形
で
お
こ
っ
た
「
揚
之
水
」
と
い
う
表
現
が
、
曲
折
を
経
て
こ
こ
に
取

り
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
、
唐
風
よ
り
お
そ
い
歌
で
あ

る
と
す
る
。

ま
た
第
三
は
、
郷
風
の
巻
に
、
や
は
り
「
揚
之
水
」
、と
題
し
て
見
え
る
歌
で

あ
り
、
全
二
章
の
第
一
章
を
あ
げ
れ
ば
、

揚
れ
る
水
は

束
楚
を
流
さ
ず

-146-
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う

い

ず

〈

な

絡
に
兄
弟
鮮
〈

な
ん
じ

維
れ
予
と
女
と

人
の
言
を
信
ず
る
無
か
れ

な
ん
じ
あ
ざ
む

人
は
寅
に
女
を
逗
く

こ
の
詩
の
は
じ
め
の
こ
句
は
、
さ
き
の
王
風
と
ほ
と
ん
ど
全
く
お
な
じ
で
あ

り
、
全
般
が
愛
の
悲
し
み
の
軟
で
あ
る
こ
と
も
お
な
じ
で
あ
る
。
し
か
し
著
者

に
よ
れ
ば
、
こ
の
詩
の
首
二
句
は
、
さ
き
の
王
風
の
そ
れ
の
よ
う
に
、
自
然
で

な
い
。
王
風
が
、
征
地
に
於
け
る
属
日
に
ち
か
い
感
じ
を
う
る
の
に
劉
し
、
こ

れ
に
は
属
自
の
感
じ
が
全
然
存
在
し
な
い
。
ま
た
王
風
の
よ
う
に
、
あ
と
の
主

文
と
密
接
な
関
係
を
示
さ
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
す
で
に
王
風
の
詩
の
ご

と
き
形
で
後
生
し
て
い
た
「
揚
之
水
、
不
流
束
×
」
と
い
う
輿
を
、
便
宜
的
に

借
用
し
た
の
で
あ
っ
て
、
三
者
の
う
ち
最
も
新
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
な
手
績
を
、
い
く
つ
か
の
資
料
に
つ
い
て
く
り
か
え
し
た
結
果
、

「
輿
」
の
言
葉
の
う
ち
、
衝
動
的
、
直
観
的
で
あ
り
、
ま
た
印
象
の
あ
ざ
や
か

な
も
の
は
、
早
い
詩
で
あ
る
が
、
自
然
を
描
寓
し
て
も
、
即
興
的
な
具
象
性
を

は
な
れ
、
概
念
的
で
あ
り
、
規
格
化
し
た
も
の
は
、
の
ち
の
も
の
で
あ
る
と
い

う、

中
間
の
結
論
が
提
示
さ
れ
る
。
そ
の
規
格
化
さ
れ
た
の
は
、
時
に
諺
的
な

性
格
を
さ
え
お
び
、
そ
の
お
か
れ
る
位
置
も
、
章
の
は
じ
め
に
は
お
か
れ
ず
し

て
、
章
の
中
ほ
ど
に
挿
入
さ
れ
た
り
す
る
。

以
上
が
著
者
の
方
法
の
中
心
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
も
と
づ
く

中
心
的
な
理
論
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
並
行
し
て
、
懲
愛
誘
引
の
詩
は
古
く
、
亡

図
悲
傷
の
詩
は
新
し
く
、
ま
た
短
篇
の
詩
は
古
く
、
長
篇
の
詩
は
新
し
い
と
い

う
理
論
が
提
示
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
を
に
ら
み
あ
わ
せ
て
結
果
と
し
て
、
著
者
の

輿
え
る
結
論
は
、
衣
の
如
く
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
詩
経
の
う
ち
最
も
古
い
の
は
、

関
風
の
う
ち
、
「輿」

を
そ
の
原

初
の
形
で
使
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
原
初
的
な
祭
離
の
舞
踏
歌
で
あ
り
、

お
そ
ら
く
は
西
周
後
期
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
歌
い
方
は
、
男
と
女
の
か
け
あ

い
で
歌
わ
れ
た
と
す
る
の
は
、
グ
ラ
ネ
l
の
訟
に
も
と
づ
く
け
れ
ど
も
、
か
け

あ
い
の
し
方
は
、
導
入
部
の
「
輿
」
の
部
分
と
主
文
の
部
分
と
が
、
性
を
こ
と

に
す
る
歌
手
の
か
け
あ
い
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
た
と
し
、
同
時
に
ま
た
そ
れ
に
よ

っ
て
「
輿
」
の
本
来
の
性
質
が
示
唆
さ
れ
る
と
す
る
の
は
、
著
者
の
新
し
い
、

そ
う
し
て
大
へ
ん
す
ぐ
れ
た
見
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
舞
踏
歌
の
内
容

は
、
態
愛
の
誘
引
の
歌
が
多
い
が
、
そ
れ
ら
は
必
ず
し
も
グ
ラ
ネ
l
の
い
う
よ

う
に
、
祭
り
の
蛍
日
の
懇
愛
の
行
魚
な
り
心
理
を
歌
う
の
で
な
く
、
祭
り
の
日

以
外
の
、
つ
ま
り
卒
常
の
日
の
懲
愛
の
行
局
と
心
理
を
も
、
祭
り
の
日
に
歌
う

の
で
あ
る
と
す
る
。

次
の
段
階
は
、
園
風
の
あ
る
も
の
、
小
雅
の
あ
る
も
の
が
示
す
よ
う
な
、
祭

穫
を
は
な
れ
た
歌
で
あ
り
、
そ
の
あ
る
も
の
は
饗
宴
の
歌
、
祝
舗
の
歌
で
あ
る
。

ぞ
れ
ら
は
手
お
と
り
歌
も
し
く
は
唱
う
歌
で
あ
る
が
、
園
風
の
そ
れ
は
、
村
落

生
活
の
繁
動
に
膝
じ
て
、
描
骨
肉
も
持
情
的
象
徴
的
と
な
る
。

次
に
は
吟
遊
詩
人
の
.

「
語
り
歌
」
で
あ
っ
て
、
街
風
の
「
慌
」
、
部
風
の

「谷

風
」
な
ど
、
比
較
的
長
篇
の
詩
が
、
一
人
の
女
の
生
涯
の
な
げ
き
を
歌
う
の
は
、

吟
遊
詩
人
が
、
村
村
を
め
ぐ
り
歩
き
つ
つ
、
楽
器
に
あ
わ
せ
、
或
い
は
身
ぶ
り

を
ま
じ
え
つ
つ
、
歌
っ
た
も
の
と
す
る
。
小
雅
の
あ
る
も
の
も
そ
れ
で
あ
る
か

も
知
れ
な
い
。

さ
い
ご
に
最
も
お
そ
い
の
は
、
小
雅
と
大
雅
の
大
部
分
を
な
す
長
篇
の
詩
で

あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
宮
廷
に
お
け
る
職
業
詩
人
が
、
西
周
の
封
建
制
度
の
波
落

の
の
ち
、
か
つ
て
の
時
代
を
回
想
す
る
も
の
と
し
て
、
西
周
後
期
か
ら
春
秋
前

期
に
リか
け
て
作
っ
た
も
の
と
す
る
。
碩
も
ま
た
西
周
の
も
の
で
な
い
。

要
す
る
に
従
来
の
停
設
は
、
雅
と
碩
は
西
周
の
歌
、
園
風
は
お
お
む
ね
東
周

-147ー
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の
歌
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
著
者
の
結
論
は
、
そ
れ
と
は
逆
に
、
調
風
が
士
口
く
、

雅
碩
は
新
し
い
と
す
る
。
ま
た
そ
の
も
っ
と
も
新
し
い
も
の
は
、
春
秋
中
期
す

な
わ
ち
前
六
世
紀
初
め
に
及
ぶ
と
す
る
。
そ
う
し
て
か
く
西
周
の
歌
と
東
周
の

歌
と
の
間
に
あ
る
質
的
な
差
巡
は
、
西
周
か
ら
東
周
へ
の
移
行
の
際
に
、
大
き

な
祉
舎
的
鑓
動
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
と
す
る
の
で
あ
り
、
西
周
の
東
方
へ
の

辺
都
は
墜
に
犬
戒
の
侵
溜
の
た
め
の
み
で
は
な
い
と
す
る
。

以
上
が
、
著
者
の
新
し
い
方
法
に
よ
る
結
論
で
あ
る
。
千
頁
に
な
ん
な
ん
と

す
る
こ
の
大
著
は
、
博
引
努
娘
、
た
と
え
ば
詩
経
の
時
代
の
祭
砲
、
ま
た
祭
躍

の
際
の
歌
の
歌
わ
れ
方
に
は
、
奄
美
大
島
の
八
月
踊
り
に
つ
い
て
の
詳
し
い
記

述
が
、
重
要
な
努
設
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
な
ど
、
利
用
し
得
る
か
ぎ
り
の
知
見

が
利
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
著
者
の
文
章
は
、
明
断
を
志
す
よ
り
も
委
曲
を
志

す
よ
う
に
思
わ
れ
、
航
問
問
中
な
要
約
を
作
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
以
上
は
私
の

理
解
し
得
た
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
要
約
し
た
の
で
あ
っ
て
、
著
者
の
意
を
つ
く

さ
な
い
こ
と
多
き
を
お
そ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
著
者
が
そ
の
方
法
の
基
礎
、
あ
る
い
は
出
愛
知
と
し
、
中
心
と
す

る
と
こ
ろ
の
、
同
種
の
措
僻
の
互
見
か
ら
、
相
削
到
的
な
新
古
の
同
閣
を
緋
別
し
よ

う
と
す
る
態
度
は
、
方
法
と
し
て
新
し
い
ば
か
り
で
な
く
、
は
な
は
だ
す
ぐ
れ

た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
著
者
が
関
径
の
序
説
の
、
そ
の
ま
た

は
じ
め
に
い
う
よ
う
に
「
詩
を
詩
自
身
に
即
し
て
L

、
つ
ま
り
詩
経
と
い
う
文

献
の
性
質
を
、
そ
れ
自
身
に
内
在
す
る
要
素
か
ら
考
え
よ
う
と
す
る
、
最
も
著

寅
な
態
度
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
態
度
の
上
に
、
書
物
全
位
は
、
自
信
に

み
ち
み
ち
て
替
か
れ
て
い
る
。
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
、
と
い
う
よ
り
ほ
か
は

な
い
、
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
表
現
の
頻
出
が
、
こ
の
書
物
の
文

憾
の
一
特
長
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
自
信
の
現
れ
で
あ
る
。

そ
れ
と
共
に
、
か
く
自
信
に
み
ち
み
ち
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
書
物
に
つ
い

て
の
危
険
を
も
は
ら
む
と
思
わ
れ
る。

第
一
は
、
同
種
の
措
僻
を
手
が
か
り
と
し
て
新
古
を
弊
別
し
よ
う
と
す
る
著

者
の
方
法
は
、
は
な
は
だ
す
ぐ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
方
法
の
適
用
に
あ
た
っ

て
は
、
強
引
に
感
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
、
し
ば
し
ば
な
こ
と
で
あ
る
。
少
く
と
も

細
心
な
吟
味
を
欠
く
と
恩
わ
れ
る
黙
が
、
少
く
な
い
。

た
と
え
ば
、
前
に
例
示

し
た

「揚
之
水
」
に
つ
い
て
の
論
歪
で
あ
る
。
ま
ず
「
揚
之
水
」
と
い
う
三
字

を
、
著
者
が
「
奔
騰
す
る
水
」
と
す
る
の
は
、
毛
俸
の
「
揚
は
激
場
也
」、

鄭

築
の
「
激
揚
之
水
」
、
つ
ま
り
念
流
と
い
う
訓
詰
に
、
無
吟
味
に
従
う
も
の
で

あ
り
、
朱
子
が
全
く
反
封
の
意
味
の
、
「
揚
は
悠
揚
也
、
水
の
緩
か
に
流
る
る

貌
」
と
す
る
の
は
、
無
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
太
一
千
御
覧
や
波
石
経
の
魯

詩
で
は
「
楊
之
水
」
に
作
る
と
い
う
む
し
ろ
不
急
の
異
同
が
、
丁
寧
に
吟
味
さ

れ
て
い
る
。
朱
子
の
悠
揚
の
訓
は
、
け
っ
き
ょ
く
に
お
い
て
劣
る
で
あ
ろ
う
が
、
一

か
り
に
も
し
そ
れ
に
従
う
と
す
れ
ば
、
三
つ
の
「
揚
之
水
」
の
「
輿
」
の
新
鮮
胤

さ
の
層
次
に
つ
い
て
も
、
別
の
結
果
が
得
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
「
不

一

流
束
薪
L

の
句
を
、
著
者
は
よ
小
の
流
れ
が
薪
の
束
に
か
か
っ
て
せ
か
れ
る
」

と
す
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
句
の
俸
統
的
な
よ
み
方
、
「
束
楚
を
流
さ
ず
」
と
は

ち
が
っ
た
新
し
い
一
つ
の
讃
み
方
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は

こ
こ
の
「
流
」
の
字
の
用
い
方
に
つ
い
て
の
、
他
の
使
用
例
を
も
顧
慮
し
た
説

明
が
な
け
れ
ば
、
議
者
は
納
得
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
庸
風
の

「
素
衣
朱
禄
」

を
著
者
が
ォ
女
の
服
と
見
る
し
か
な
い
」
と
す
る
の
は
、
著
者
の
創
見
で
あ
り
、

傾
聴
に
あ
た
い
す
る
が
、
こ
の
句
に
つ
い
て
の
奮
来
の
俸
説
が
、
信
用
を
お
き

に
〈
い
と
共
に
、
著
者
の
新
設
も
ま
た
、
積
極
的
な
謹
擦
は
充
足
さ
れ
て
い
な

い
。
ま
た
節
風
の
「
終
鮮
兄
弟
」
の
兄
弟
を
、
著
者
は
朱
子
の
「
兄
弟
は
婚
姻

の
稿
、
穫
に
い
わ
ゆ
る
嗣
い
で
兄
弟
と
鋳
る
を
得
ざ
る
、
是
也
」
に
も
と
、
つ
い

て
説
を
な
す
が
、
朱
子
が
「
婚
姻
」
と
い
う
意
味
は
、
膿
記
の
曾
子
聞
を
努
詮
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と
す
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
は
読
文
の
「
婚
は
婦
家
也
、
姻
は
培

家
也
」
、
つ
ま
り
縁
家
の
意
に
用
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
著
者
の
朱
子
解
轄

に
は
、
混
鈍
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
少
く
と
も
「
本
来
の
兄
弟
と
、
二
衣

的
な
意
味
が
重
な
り
あ
っ
て
い
る
」
と
い
う
見
解
は
、
朱
子
の
注
自
般
に
は
な

い
。
い
ず
れ
も
著
者
の
こ
の
僚
の
結
論
に
は
深
く
影
響
し
な
い
手
綴
上
の
疏
漏

な
り
過
設
で
あ
る
が
、
な
ぜ
詩
そ
の
も
の
か
ら
出
渡
し
よ
う
と
す
る
著
者
は
、

詩
の
言
語
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
今
す
こ
し
く
細
心
な
吟
味
を
加
え
な
い
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
こ
と
を
い
ぶ
か
ら
せ
る
。

ま
た
こ
の
い
ぶ
か
り
は
、
ひ
い
て
は
人
を
し
て
、
三
ウ
の

「揚
之
水
」
に
つ

い
て
著
者
が
輿
え
た
順
序
は
、
同
一
の
修
鮮
に
封
す
る
検
討
の
結
果
で
あ
る
と

共
に
、
著
者
の
も
つ
別
の
理
論
、
す
な
わ
ち
懲
愛
誘
引
の
歌
は
必
ず
古
く
、
悲

傷
の
歌
は
新
し
い
と
す
る
理
論
が
、
先
入
見
と
し
て
働
い
て
い
る
の
で
な
い
か

と
い
う
、
失
躍
な
想
像
さ
え
い
だ
か
せ
な
い
で
な
い
。

も
し
ま
た
著
者
に
は
、
時
に
そ
の
先
入
見
に
よ
っ
て
、
博
引
努
捜
の
す
べ
て

の
資
料
を
、
自
己
の
理
論
の
方
向
に
む
か
つ
て
の
み
利
用
す
る
と
い
う
傾
向
が
、

は
た
ら
か
な
い
で
も
な
い
と
い
う
お
そ
れ
を
も
っ
と
す
る
な
ら
ば
、
著
者
の
最

も
大
き
な
結
論
と
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
雅
頒
が
新
し
く
、
園
風
が
古
い
と
す

る
議
論
に
も
ま
た
、
白
川
静
氏
の
書
評
(
立
命
館
文
豪
一
九
五
八
年
九
月
)
が

す
で
に
い
う
よ
う
に
、
な
お
吟
味
の
品
跡
地
は
、
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち

著
者
の
態
度
は
、
園
風
的
な
も
の
と
雅
調
的
な
も
の
と
の
同
時
存
在
を
み
と
め

ず
、
園
風
的
な
も
の
か
ら
雅
額
的
な
も
の
へ
と
、
段
階
的
な
設
展
の
方
向
の
み

を
考
慮
す
る
の
で
あ
る
が
、

風
、
す
な
わ
ち
い
な
か
の
歌
と
、
作
、

す
な
わ
ち

都
の
う
た
と
が
、
同
時
に
愛
生
し
得
る
段
階
で
、
周
の
詩
歌
は
す
で
に
あ
っ
た

と
す
る
こ
と
は
、
全
く
困
怖
で
あ
ろ
う
か
。
著
者
は
古
代
の
祭
躍
に
つ
い
て
は
、

二
重
の
腐
の
存
在
を
主
張
し
、
そ
の
描
仰
を
た
だ
一
っ
と
す
る
グ
ラ
ネ
!
の
意
見

を
し
り
ぞ
け
て
い
る
。
ま
た
暦
法
に
つ
い
て
も
、
周
正
を
支
配
磨
、
夏
正
を
索

朴
な
賞
用
暦
と
し
て
、
重
層
的
な
二
つ
の
存
在
と
す
る
。
詩
の
端
技
生
に
つ
い
て

も
、
同
じ
よ
う
な
方
向
を
、
少
く
と
も
吟
味
と
し
て
考
え
て
見
る
こ
と
は
、
不

必
要
で
あ
ろ
う
か
。

更
に
ま
た
大
き
な
吟
味
の
不
足
と
し
て
感
ぜ
ら
れ
る
の
は
、
今
の
詩
経
の
編

次
の
し
方
を
、

著
者
は
春
秋
以
後
の
怒
意
的
な
所
産
と
し
て

一
蹴
す
る
が
、
ぞ

う
し
た
怒
意
が
い
つ
何
ゆ
え
に
い
か
に
し
て
生
ま
れ
た
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
の

充
分
の
説
明
は
な
い
。
こ
の
説
明
を
と
も
な
っ
て
こ
そ
、
著
者
の
い
う
怒
意
性

は
あ
き
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
ま
い
か
。

著
者
の
方
法
は
、
く
り
か
え
し
て
の
べ
る
よ
う
に
、
甚
だ
新
し
く
、
す
ぐ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
著
者
が
こ
の
方
法
の
下
に
、
よ
り
細
心
な
研
究
の
進
め
ら
れ

る
こ
と
こ
そ
望
ま
し
い
。
従
来
の
舗
開
設
が
多
く
の
無
理
な
歪
曲
を
含
む
こ
と
は
、

著
者
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
が
、
著
者
の
是
正
も
ま
た
な
お
再
考
三
考
を
要

す
る
も
の
が
あ
る
と
感
ぜ
ら
れ
る
。

自
信
に
み
ち
た
こ
の
書
物
に
は
、
本
筋
と
は
な
れ
た
個
所
に
も
、
時
に
南
部
簡

の
言
葉
が
あ
る
。
婚
姻
に
定
ま
っ
た
年
齢
が
あ
っ
た
と
す
る
欝
訟
を
駁
し
た
つ

い
で
に
、
早
婚
の
慣
習
は
六
朝
唐
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
以
後
に
於
い
て
も
繁
る

と
こ
ろ
は
な
か

っ
た
と
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
白
居
易
の
詩
「
友
に
贈
る
」
の
第

五
首
は
、
少
く
と
も
唐
代
の
あ
る
時
期
は
、
こ
の
概
括
に
ふ
く
ま
れ
に
く
い
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
現
貧
の
王
朝
な
い
し
は
箆
政
者
に
針
す
る
批
剣
の
困

難
さ
を
、
史
記
の
著
者
司
馬
遜
が
罪
を
得
た
こ
と
、
正
史
は
常
に
衣
の
王
朝
に

よ
っ
て
作
ら
れ
る
こ
と
を
謹
撲
と
し
て
強
調
し
、
小
雅
の
詩
の
秋
、
つ
事
貨
が
、

あ
と
か
ら
の
追
詠
で
あ
る
こ
と
を
一
説
明
し
よ
う
と
す
る
が
、
白
居
易
の

「新
繁

府
」
そ
の
他
唐
人
の
詩
の
あ
る
も
の
は
、
宋
の
洪
巡
の
「
容
資
随
筆
」
に
い
う

よ
う
に
、
こ
の
概
括
が
性
急
に
す
ぎ
る
こ
と
を
思
わ
す
。
ま
た
儀
躍
の
郷
飲
酒

一149ー
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穫
が
、
葡
子
の
策
論
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
と
す
る
見
解
は
、
も
し
文
献
に
内
在

す
る
性
質
を
重
視
す
る
と
い
う
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
、
郷
飲
酒
曜
の
文
股
が
、

資
子
の
そ
れ
よ
り
新
し
い
と
い
う
論
謹
が
な
さ
れ
ね
ば
、
成
り
立
た
な
い
で
あ

ろ
う
が
、
事
質
は
む
し
ろ
そ
の
逆
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

な
お
ま
た
著
者
は
、
毛
鄭
以
来
の
奮
訟
を
破
す
る
に
念
な
る
あ
ま
り
、
そ
れ

ら
の
沓
説
の
理
解
に
つ
い
て
不
充
分
な
貼
が
あ
る
こ
と
、
前
に
も
ふ
れ
た
辺
り

で
あ
る
の
は
、
や
は
り
こ
の
審
物
の
欠
貼
と
思
わ
れ
る
。
あ
え
て
微
細
な
例
の

一
つ
を
あ
げ
れ
ば
、
「
興
」
の
概
念
に
針
す
る
歴
代
の
解
鰐
を
あ
げ
た
う
ち
、
漢

の
州
知
玄
に
つ
い
で
郷
小
同
の
「
剣
士
山
」
を
あ
げ
る
が
、
こ
れ
も
貨
は
郷
玄
の
説

で
あ
る
こ
と
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

ま
た
菌
泌
を
破
す
る
に
念
な
る
あ
ま
り
、
欝
泌
を
な
る
だ
け
自
己
の
解
稗
に

遠
ざ
け
て
見
る
傾
き
も
、
な
い
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
「
輿
」
の
修
僻
が
気
分

象
徴
で
あ
る
こ
と
を
、
確
定
し
た
の
は
、
著
者
の
功
績
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か

し
著
者
の
方
向
の
解
稗
が
、
奮
説
の
中
に
全
く
な
か
っ
た
か
ど
う
か
は
、
疑
問

で
あ
っ
て
、
「
詩
解
に
お
け
る
二
千
数
百
年
の
蒙
を
梯
っ
た
」
と
い
う
著
者
の

自
負
は
、
や
は
り
す
こ
し
性
念
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
著
者
が
著
者
の
見
解

と
間
関
る
も
の
と
し
て
列
怒
さ
れ
た
従
来
の
皐
者
の
見
解
の
中
に
も
、
著
者
の
見

解
に
近
く
私
に
は
讃
み
取
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
も
し
著
者
が
引

か
れ
な
か
っ
た
も
の
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
朱
子
が
論
語
の
子
四
十
篇
の
「
唐
様
の

輩
、
備
と
し
て
其
れ
反
せ
り
L

云
云
に
つ
き
、
「
六
義
に
於
い
て
輿
に
腐
す
、

上
の
雨
句
は
意
義
無
し
、
但
だ
下
の
雨
句
の
鮮
を
起
す
の
み
」
と
い
っ
て
い
る

の

を

、

附

記

し

得

る

。

(

古

川

孝

次

郎

)

湖
南
時
務
畢
堂
初
集

(
園
版
第
一
)

光
緒
二
十
四
年
(
一
八
九
八
)
長
沙
で
出
版
。
内
容
は
集
約
、
界
説
、

答
問
の
一
一
一
部
か
ら
な
る
。
皐
約
は
時
務
事
堂
の
率
約
、
界
説
は
讃
孟
子

界
説
・
讃
春
秋
界
訟
を
指
し
、
何
れ
も
梁
啓
判
胞
の
執
筆
に
か
か
る
。
答

問
は
時
務
皐
堂
の
曲
学
生
の
質
問
と
そ
れ
に
謝
す
る
総
数
羽
田
梁
啓
超
、
分

数
習
斡
文
家
、
葉
究
泡
の
際
答
で
あ
る
。
察
約
、
界
訟
は
飲
泳
室
文
集

に
も
収
め
ら
れ
、
答
問
は
翼
数
叢
縮
、
究
迷
雨
宮
叫
聞
に
抄
録
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
は
抄
録
で
あ
っ
て
、
と
の
書
に
よ
っ
て
始
め
て
知
ら
れ
る

も
の
が
甚
だ
多
い
。
こ
と
に
皐
生
の
誰
が
ど
の
よ
う
な
質
問
を
し
た
か

は
、
こ
の
書
だ
け
で
し
か
州
ら
な
い
。
珍
重
す
べ
き
一
文
献
で
あ
る
。

謹
書
嚢
編
第
一
期
(
圃
版
第
二
)

明
治
三
十
三
年
(
一
九

O
O
)十
二
月
六
日
東
京
で
裂
行
。
詩
書
集
編

は
江
蘇
出
身
の
留
日
恩
一
生
が
中
心
と
な
っ
て
夜
行
し
た
雑
誌
で
あ
っ
て

「
留
皐
界
雑
誌
の
元
租
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
雑
誌
は
庚

く
政
治
一
般
を
樹
象
と
し
て
、
欧
米
並
に
日
本
の
著
述
の
餓
謬
と
紹
介

を
目
的
と
し
て
い
る
。
日
清
戦
争
後
に
は
、
洋
務
的
な
い
わ
ゆ
る
西
拳

よ
り
も
、
鑑
真
法
的
な
い
わ
ゆ
る
西
政
に
劃
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
く
る

が
、
こ
の
雑
誌
に
よ
っ
て
一
腹
の
寅
を
結
ん
だ
と
い
う
こ
と
も
出
来
る
。

啓
蒙
的
な
雑
誌
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
謬
載
さ
れ
た
ル
ソ
!
の
民

約
論
・
モ
ン
テ
ス
キ
品
ウ
の
法
の
精
神
は
、
製
革
思
想
を
鼓
吹
す
る
上

に
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
の
創
刊
放
の
表
紙
と
目
次

で
あ
る
。
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