
劉

基

詩

序

説

福

本

雅

一

圃

西

大

挙

劉
基

字
は
伯
温
'
斯
江
省
青
田
の
人
､
朱
元
埠
を
佐
け
て
明
朝

創
建
の
大
功
臣
と
な
り
､
誠
意
伯
に
封
ぜ
ら
れ
､
正
徳
年
間
に
至
っ

て
文
成
と
誼
さ
れ
た
､

一
世
の
英
雄
で
あ
る
｡

ま
た
､
彼
は
開
国
の
元
勅
と
し
て
大
き
な
功
績
を
遺
し
た
ば
か
り

で
は
な
く
､
文
章
に
於
い
て
も
ー
宋
嫌
と
並
ん
で
明
三
百
年
の
風
気

を
開
き
､
詩
に
於
い
て
も
､
や
や
遅
れ
た
高
啓
と
共
に
'
元
季
織
弱

の
召
を
一
洗
し
て
､
明
詩
隆
盛
の
基
礎
を
築
い
た
傑
物
で
あ
る
.

劉
基
は
元
の
至
大
四
年

(
一
三
二

)
に
生
れ
､
至
順
四
年
､
二
十

三
歳
で
進
士
に
及
第
し
て
ー
有
能
か
つ
硬
骨
の
官
吏
と
し
て
､
そ
の

疾
風
怒
涛
の
人
生
に
身
を
投
じ
た
の
で
あ
る
が
'
そ
れ
は
あ
た
か
も
1

割
基
詩
序
説

(
偏
本
)

元
朝
が
ー
宮
廷
の
素
乳
と
官
僚
の
腐
敗
に
よ
っ
て
､
次
第
に
崩
壊
へ

の
道
を
急
ぎ
始
め
た
時
期
と
一
致
し
た
｡
方
図
珍
が
間
断
の
海
上
を

横
行
し
て
'
元
朝
の
支
配
に
公
然
と
坂
旗
を
翻
し
た
至
正
十
三
年
ー

江
左
の
諸
葛
亮
と
解
せ
ら
れ
た
四
十
三
歳
の
劉
基
は
ー
行
省
に
赴
い

て
こ
の
海
冠
の
討
減
を
割
策
し
た
が
､
国
珍
は
厚
く
賭
し
て
朝
廷
の

要
路
を
懐
柔
し
た
た
め
､
彼
は
反
っ
て
窮
地
に
障
り
､
正
義
が
か
く

も
利
害
に
よ
っ
て
裏
切
ら
れ
る
こ
と
に
紹
望
し
､
憤
激
の
あ
ま
り
自

殺
し
ょ
う
と
す
る
O
そ
の
後
の
数
年
ー
杭
州

･
紹
興
を
中
心
と
し
た

山
水
を
放
浪
し
て
'
密
勃
た
る
覇
気
を
僅
か
に
詩
文
に
紛
ら
せ
な
が

ら
､
雌
伏
の
時
を
忍
ぶ
｡

劉
基
の
詩
の
最
も
早
い
制
作
年
代
を
示
す
も
の
は
ー

｢丙
戊
歳
賂

赴
京
師
途
中
迭
徐
明
徳
好
鎖
江
｣
(雀
十
五
)
と
題
す
る
五
律
で
あ
る
｡

丙
戊
は
即
ち
至
正
六
年
､
彼
の
三
十
六
歳
に
あ
た
る
｡
勿
論
早
年
よ

り
多
く
の
詩
作
が
試
み
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
が
､
俸
存
す
る
詩
の
最
初

の
部
分
は
､
三
十
五
歳
前
後
か
ら
始
ま
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
時
期
の
作
は
､
｢
北
上
感
懐
｣

(巻
十
三
)
の
よ
う
に
ー
喪
乱
に

流
離
す
る
民
の
惨
状
を
悲
し
む
も
の
が
多
く
､
ま
た

｢
滑
周
宗
道
六
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十
四
竃
｣
(巻
十
三
)
の
よ
う
に
ー
官
吏
の
横
暴
を
憤
る
も
の
が
特
徴

的
で
あ
る
｡
や
が
て
各
地
に
大
規
模
な
坂
乳
が
頻
顎
す
る
よ
う
に
な

る
と
ー
彼
は
元
朝
の
臣
と
し
て
､
廷
臣
た
ち
の
無
能
無
策
を
口
を
極

め
て
痛
撃
す
る
.

｢
感
時
速
事
十
首
其
四
｣

(懲
十
三
)
を
見
よ
う
｡

蒙
狗

塩
禦
せ
ず

星
馳
し
て
民
兵
を
募
る

民
兵

轟
く
烏
合

何
を
以
て
か
干
城
を
牡
に
せ
ん
や

首
姓

庶
L
と
云
う
と
錐
も

教
義

素
よ
り
行
い
無
し

誓
え
ば
彼
の
原
上
の
草
の
ご
と
し

白
か
ら
死
す
る
も
還
た
白
か
ら
生
ず

安
ん
ぞ
知
ら
ん

大
義
に
狗
い
て

命
を
桐
つ
る
は
父
兄
の
為
な
る
を

財
を
利
と
し
て
来
り
て
召
に
鷹
ず
る
も

早
く
も
懐
く

逃
寵
の
情

門
を
出
づ
れ
ぼ
即
ち
剰
掠
し

過
ぐ
る
所

沸
き
て
糞
の
如
し

絶
戎

節
制
無
し

顕
倒
し
て
葦
程
に
迷
う

威
椎

便
嬰
に
付
し

賞
罰

公
平
を
昧
う
す

磯
寒
す
れ
ど
も
輿
に
触
れ
む
莫
く

鋭
挫
し
て
怨
み
乃
ち
萌
す

賊
を
見
る
に
多
き
を
須
い
ず

奔
潰
し
て
土
瓦
傾
く

旋
旗

田
野
に
委
し

鳥
雀

空
費
に
嘆
ぐ

播
軍
と
左
右
と

相
い
顧
み
て
目
は
但
だ
睦
す

此
の
事

己
に
習
慣

智
巧
も
能
く
争
う
莫
し

廟
堂

速
算
を
忽
せ
に
し

胸
次

靖
疑
井
す

岩
に
計
策
の
士
に
乏
し
か
ら
ん
や

之
を
用
う
る

至
誠
に
非
ず
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縁
戚

有
り
な
が
ら
立
た
ず

何
を
以
て
か
群
故
を
御
せ
ん

煉
慨

古
人
を
思
う

側
恰
と
し
て
涙
は
樫
を
清
す

こ
の
よ
う
な
詩
が
歴
例
的
な
比
重
至
ホ
す
う
ち
に
も
､
同
じ
く

｢感
事
述
事
其
九
｣
の
よ
う
に
､

回
憶
す

至
元
の
初
め

禁
網
は
疎
に
し
て
且
つ
平

家
家
に
衣
食
有
り

刑
を
畏
れ
て
保
全
を
思
う

後
乗

法
は
韓
た
細
に

百
鮭

皆
な
拘
撃
す

厚
利
は
私
家
に
入
り

官
府

其
の
倍
に
任
ず
･･･三

と
ー
過
ぎ
し
太
平
の
日
を
追
想
す
る
も
の
､
或
は

｢普
済
寺
追
懐
｣

(電
十
六
)
と
題
す
る
七
律
に

顕
く
ぼ
聞
か
ん

四
海

兵
甲
を
錯
せ
ん
こ
と
を

早
く
梧
桐
を
種
え
て

鳳
風
を
待
た
ん

劉
基
詩
序
説

(
福
本
)

と
歌
う
よ
う
に
ー
未
来
の
平
和
を
待
望
す
る
も
の
と
が
交
錯
す
る
｡

こ
れ
は
､
彼
が
こ
の
混
乱
も
や
が
て
は
過
ぎ
ゆ
く
悪
夢
の
時
で
あ
り
'

ま
も
な
く
昔
日
の
秩
序
が
担
え
る
こ
と
を
､
素
朴
に
確
信
し
て
い
る

こ
と
を
示
す

一
例
で
あ
る
｡
悲
劇
の
時
代
に
生
れ
合
わ
せ
た
詩
人
た

ち
が
よ
く
咳
い
た
､
何
れ
の
日
か
ー
何
れ
の
時
か
…
･･･せ
ん
､
と
い

う
空
し
い
希
望
や
研
念
は
ー
彼
の
詩
に
殆
ん
ど
見
受
け
ら
れ
な
い
.

彼
が
樵
件
坤
吟
や
､
哀
嘆
悲
辛
と
い
う
愛
用
句
で
､
沸
漠
縦
横
に
そ

の
詩
を
結
ぶ
時
で
さ
え
ー
自
棄
的
な
絶
望
は
感
じ
ら
れ
な
い
｡
そ
れ

は
ー
劉
基
が
消
極
的
な
保
身
に
埋
没
し
て
し
ま
う
に
は
ー
あ
ま
り
に

も
行
動

へ
の
情
熱
に
溢
れ
た
男
で
あ
り
､
か
つ
､
他
日
為
す
あ
ら
ん

と
す
る
自
己
の
能
力
に
､
絶
大
な
自
信
を
抱
い
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ

う
｡
彰
屈
を
強
い
ら
れ
て
い
る
彼
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
'
ど
の
よ
う
な

不
運
に
見
舞
わ
れ
ー
ど
の
よ
う
な
不
遇
に
虐
げ
ら
れ
よ
う
と
､

孔
明

魚

水
を
得
た
り

毛
逐

錐

嚢
を
脱
す

霧
晦
う
し
て

豹
始
め
て
襲
じ

海
激
し
て

鵬
乃
ち
糊
ぶ

嵯

爾
濁
り
何
為
れ
ぞ
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己
を
抱
い
て
白
か
ら
推
蔵
す
る

｢放
歌
行
｣

(巻
十
)

と
叫
び
な
が
ら
､
自
身
を
叱
喝
す
る
こ
と
を
や
め
な
い
の
で
あ
る
.

し
か
し
､
元
朝
の
官
吏
と
し
て
の
限
界
は
白
か
ら
存
在
す
る
.
劉

基
の
抱
負
は
あ
く
ま
で
､
こ
の
混
乱
を
も
と
の
秩
序
に
回
復
す
る
こ

と
ー

即
ち
元
朝
の
支
配
態
勢
を
再
建
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
O
彼
は

か
つ
て
自
己
を
中
華
意
識
に
燃
え
た
革
命
家
と
し
て
考
え
た
こ
と
は

な
く
ー
た
だ
有
為
な
改
革
者
と
し
て
の
能
力
を
悼
ん
で
い
た
に
過
ぎ

な
い
｡
こ
の
こ
と
は
次
の
例
に
も
明
か
で
あ
ろ
う
｡

中
夜

槙
に
登
り
て
紫
微
を
望
め
ば
､

北
辰
動
か
ず

衆
星
依
る

由
来

赤

目
は
黄
道
を
行
く
も

多
事
に
し
て

玄
雲

白
衣
を
襲
ず

雪
下
-
て

蓬
莱
三
島
隔
-

涛
翻
っ
て

檎
海

寓
魚
飛
ぶ

聖
君

常

時

惟
だ
己
を
恭
し
む

早
晩

陽
和
し
て

化
機
を
斡
せ
ん

｢
又
用
韻
答
厳
上
人
｣

(奄
十
六
)

そ
れ
故
､
劉
基
の
詩
に
於
い
て
し
ば
し
ば
出
合
う
の
は
､
創
業
の

英
雄
や
そ
の
輔
臣
で
は
な
く
､
排
難
解
粉
の
魯
仲
連
で
あ
り
､
唐
朝

再
蓮
の
李

･
郭
で
あ
る
｡

中
背

楚
園
を
存
し

仲
遵

奉
帝
を
却
く

比
の
士

別
ち
亡
ぶ
と
経
も

英
名

千
常
世

｢
薙
詩
四
十

一
首
其
五
｣

(巻
十
二
)

磨
崖
に
勧
す
可
し

中
興
頭

努
力
し
て
諸
公

有
唐
を
佐
け
よ

｢
次
親
和
孟
伯
県
感
興
詩
｣

(巻
十
六
)

し
か
し
､
い
か
に
経
世
済
民
の
大
志
を
治
ろ
う
と
も
､
そ
の
時
に

恵
ま
れ
な
け
れ
ば
､
無
用
の
壮
語
に
堕
し
か
ね
な
い
､
す
で
に
し
ば

し
ば
､
光
陰
窮
の
如
し
t
と
歌
っ
た
劉
基
は
､
方
図
珍
の
1
事
で
瑳

映
し
､
憂
悶
の
日
々
を
送
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
､
衰
老
漸
く
至
ら

ん
と
し
て
功
名
未
だ
遂
げ
ず
､
空
し
く
山
野
に
朽
ち
ぬ
と
も
知
れ
ぬ

身
の
前
途
に
射
し
て
､
彼
が
大
き
な
不
安
と
焦
燥
に
駆
ら
れ
て
い
た

こ
と
は
ー想
像
に
難
-
な
い
｡
｢
不
寝
｣
(魔
十
五
)
と
題
す
る
五
律
に
､
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世
を
避
け
て
は
南
緯
に
怒
ぢ

時
を
匡
さ
ん
と
し
て
魯
連
に
悦
づ

排
御
し
て
往
事
を
懐
え
ぼ

側
恰
と
し
王
家
年
を
感
ず

と
そ
の
襖
憶
を
洩
ら
す
｡
こ
の
よ
う
な
久
し
い
沈
滞
を
飴
儀
な
く

さ
れ
て
い
た
劉
基
に
と
っ
て
､
至
正
十
六
年
ー
四
十
六
歳
の
時
､
新

江
の
虞
州
に
鎮
す
る
石
抹
宜
孫
と
の
遼
遠
は
､
波
潤
を
極
め
た
そ
の

生
涯
に
あ
っ
て
も
ー
最
も
重
要
な
意
義
を
持

つ
1
韓
機
で
あ
っ
た
｡

こ
の
二
人
は
忽
ち
肝
謄
相
照
ら
す
交
り
を
結
び
､
力
を
協
せ
く
世
の

混
濁
を
清
め
ん
と
誓

っ
た
の
で
あ
る
｡
｢
来
電
和
石
抹
公
春
雨
見
寄
｣

(巻
十
三
)
に
､
こ
の
俊
傑
を
識
っ
て
､
初
め
て
駿
足
を
展
ば
し
得
る

可
能
性
を
見
出
し
た
劉
基
の
喜
び
皇
試
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
.

愁陰
陽
景
を
珍
し

孟
春

猶
お
寒
に
苦
し
む

騰
雲

巌
地
に
湧
き

落
雪

江
千
を
蔽
う

街
衝

漬
瞭
溢
れ

井
谷

狂
潤
を
生
ず

劉
基
詩
序
説

(福
本
)

誤
っ
て
疑
う

蛙
硯
の
窟

中
に
蚊
龍
の
蜂
ま
る
有
り

復
た
憂
う
扶
桑
の
日

坐
し
て
黄
濁
の
為
に
浸
せ
ら
る
を

顧
陪
し
て
四
邦
を
望
め
ば

足
を
側
し
て
安
ん
ず
る
に
達
あ
ら
ず

秦
を
却
け
て
魯
連
を
慕
い

斉
を
存
し
て
田
単
を
想
う

玄
髪

改
ま
る
に
向
う
と
雄
も

牡
心

終
に
埠
る
廃
し

小
人

苛
且
を
務
め

君
子

素
餐
を
漸
づ

高
牙

多
重
に
勤
し

肉
食
す
る
は
徒
だ
王
官

周
綱

弛
む
と
云
う
と
経
も

1
匡
す
る
は
奔
桓
に
頼
る

清
治
の
盈
つ
る
に
発
く
莫
れ

雨
息
ま
ば
骨
に
臼
か
ら
乾
く
べ
し
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し
か
し
､
こ
の
充
資
し
た
時
は
'
あ
ま
り
に
も
早
く
去
っ
た
｡

相
S.期
す

各
お
の
努
力
し

共
に
難
難
の
時
を
済
わ
ん
こ
と
を

｢次
親
和
石
抹
公
春
日
感
懐
｣

(奄
十
三
)

と
固
く
約
し
た
二
人
の
交
り
も
､
八
十
飴
首
の
鷹
酬
唱
和
の
詩
を
遺

し
て
空
し
か
つ
た
｡
至
正
十
九
年
､
破
竹
の
勢
で
東
進
す
る
朱
元
噂

の
た
め
に
､
宜
孫
は
あ
え
な
く
敗
死
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡

劉
基
の
詩
約
千
二
百
首
は
ー
覆
甑
葉
二
十
四
奄
拾
遺
二
巻
と
､

翠
眉
集
四
奄
と
に
収
め
ら
れ
､
前
者
に
は
約
九
百
五
十
首
､
後
者

は
残
り
の
約
二
百
三
十
首
が
数
え
ら
れ
る
｡
覆
甑
集
窒
冗
李
の
作
､

撃
眉
集
を
入
明
以
後
の
作
と
す
る
の
は
ー

｢
明
史
重
文
志
｣
に
見

え
る
が
､
こ
の
二
集
に
時
代
を
戟
然
と
区
別
す
る
こ
と
は
､

｢
列

朝
詩
集
｣
に
述
べ
ら
れ
た
鏡
謙
益
の
見
解
に
従
っ
た
も
の
で
あ
ろ

う
｡
し
か
し
､
黄
伯
生
の
行
状
に
は
､

｢
長
子
劉
漣
､
又
た
遺
す

所
の
文
藁
五
巻
を
集
め
ー
名
づ
け
て
翠
眉
公
集
と
日
う
｡｣
と

あ

り
､

｢覆
甑
集
｣
が
元
李
の
作
に
相
違
な
い
と
し
て
も
､

｢型
眉

集
｣
が
入
明
以
後
の
作
の
み
で
あ
る
と
断
ず
る
こ
と
は
､
や
や
蹄

蹄
さ
れ
る
｡
引
用
詩
の
巻
数
は
､
隆
慶
年
間
'
何
鐙
の
編
校
に
成

る

｢誠
意
伯
劉
文
成
公
文
集
二
十
奄
｣
に
依
っ
た
｡
こ
れ
は
現
在

四
部
叢
刊
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
'
残
念
な
こ
と
に

｢覆
甑

･
翠
眉
｣
の
二
集
を
混
清
し
て
し
ま
っ
て
い
る
｡
本
論
で

は
､

一
章
は
前
者
よ
り
､
二
茸
は
後
者
よ
り
の
引
用
詩
で
あ
る
O

な
お
､

｢列
朝
詩
集
｣
は
両
者
を
別
に
選
揮
し
て
い
る
｡

二

朱
元
噂
は
､
金
華
を
下
し
括
蒼
を
定
め
る
と
､
か
ね
て
聞
き
及
ん

だ
劉
基

･
宋
凍

･
菓
探

･
章
亀
を
そ
の
椎
幕
に
招
い
た
｡
敷
皮
の
鰻

碑
を
拒
み
き
れ
ず
ー
劉
基
は
遂
に
時
務
十
八
策
を
提
げ
て
金
陵
に
至

る
｡
元
噂
は
大
い
に
喜
ん
で
､
我
れ
天
下
の
為
に
四
先
生
を
屈
せ
り
､

と
誇
っ
た
｡
な
か
で
も
劉
基
の
寵
遇
殊
に
厚
く
､
国
家
の
大
事
は
悉

く
彼
に
容
っ
た
｡
朱
元
埠
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
ー
劉
基
は
初
め
て

群
雄
の
死
力
を
壷
し
て
抗
争
す
る
渦
中
に
身
を
投
じ
､
自
己
の
能
力

を
存
分
に
章
揮
で
き
る
状
況
を
獲
得
し
た
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る

が
ー
し
か
し
ー
何
故
か
こ
の
時
期
を
境
と
し
て
､
彼
の
詩
か
ら
澱
測

た
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
沿
え
去
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
.
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逝
象
に
久
し
く
坤
吟
し
た
時
の
作
は
､
榛
慨
激
昂
の
際
は
勿
論
､

悲
歎
哀
傷
の
場
合
に
さ
え
も
､
情
熱
の
は
な
ば
な
し
い
燃
焼
が
感
じ

ら
れ
た
に
も
拘
ら
ず
､
順
風
を
得
て
漸
く
自
己
の
緩
徐
が
寛
現
し
給

費
す
る
可
能
性
を
見
出
し
た
時
に
､
突
如
と
し
て
､
人
生
の
無
常
を

悟
り
き
っ
た
よ
う
な
諦
め
と
悲
し
み
が
ー
そ
の
詩
の
基
詞
書
と
な
っ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡

多
く
の
噂
識
階
級
が
､
厭
わ
し
い
濁
世
を
避
け
て
､
消
極
的
な
保

身
に
専
念
し
ょ
う
と
試
み
た
時
で
さ
え
､
彼
は
断
乎
と
し
て
安
息
を

拒
絶
し
ー
そ
れ
と
の
安
易
な
妥
協
を
否
定
し
た
｡
時
の
去
る
こ
と
早

く
､
功
名
を
樹
て
る
機
合
に
恵
ま
れ
ぬ
身
の
不
遇
を
悲
し
ん
で
､
し

ば
し
ば
､
空
し
く
古
え
の
賢
人
烈
士
に
悦
づ
る
有
り
､
と
嘆
息
し
た

劉
基
が
､

良
夜

悠
悠
た
り

星
河

天
に
満
つ

風
は
窓
癖
を
吹
き

聾
は
管
絃
の
如
し

酒
の
飲
む
可
卓
無
く

襲
う
し
て
眠
る
能
わ
ず

劉
基
詩
序
説

(
福
本
)

枯
腸

飢
え
て
鳴
き

首
慮

交
ど
も
煎
る

人
生
は

一
世

百
年
に
満
た
ず

宿
森
懐
思
す
る
も

局
ん
ぞ
維
れ
其
れ
然
る
や

内
に
省
る
も
疾
し
か
ら
ず

聖
賢
に
悦
づ
る
有
り

｢
寒
夜
諾
二
首
英

二

(奄
十
)

と
咳
く
の
で
あ
る
O
末
二
句
､
自
己
の
行
為
を
反
省
し
て
も
疾
し
い

鮎
は
な
い
ー
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
聖
賢
に
射
し
て
悦
づ
る
と
は

l
鮭
何

を
意
味
す
る
の
か
､
彼
の
あ
ら
ゆ
る
努
力
が
､
そ
の
意
圏
と
齢
際
し

て
し
ま
っ
た
こ
と
を
言
う
の
か
ー
或
は
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
自
負
し
た

そ
の
才
腕
が
､
空
し
く
期
待
里
異
切
っ
た
こ
と
に
封
す
る
日
朝
と
解

す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
､
い
づ
れ
に
せ
よ
､
こ
の
急
激
な
心
境
の
牽
化

は

一
驚
に
値
い
す
る
｡
こ
れ
は
何
に
起
因
す
る
の
か
｡
ま
た
､
そ
れ

ま
で
は
､
自
か
ら
の
能
力
に
歴
例
的
な
信
頼
を
寄
せ
て
､
世
に
伯
楽

の
少
い
の
を
欺
い
て
い
た
劉
基
が
､
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悲
し
い
哉

荊
山

玉
に
泣
く
人

但
だ
玉
を
貴
ぶ
を
知
り
て

身
を
貴
ば
ず

｢長
歌
緯
短
歌
｣

(雀
十
)

と
歌
っ
て
､
た
だ
賓
玉
の
県
債
が
世
に
認
め
ら
れ
な
い
の
を
悲
し
ん

で
､
身
の
破
滅
を
顧
み
な
か
っ
た
下
和
に
､
深
い
同
情
を
示
し
な
が

ら
ー
こ
の
身
も
結
局
彼
と
同
じ
で
あ
っ
た
t
と
い
う
よ
う
な
ニ
ュ
ア

ソ
ス
を
匂
わ
せ
る
の
は
何
故
か
｡
ま
た
､
そ
れ
ま
で
は
､
来
る
べ
き

輝
か
し
い
時
間
に
､
無
限
の
期
待
を
抱
き
つ
づ
け
た
劉
基
が
､

今
日

復
た
明
日

明
日

能
く
幾
何
ぞ

牡
心

蒲
索
と
し
て
轟
き

思
念

恒
に
苦
し
み
多
し

｢
旋
興
五
十
首
其
三
十
八
｣

(電
十
三
)

と
い
う
よ
う
に
､
こ
ん
ど
は
､
め
ぐ
り
来
る
年
月
に
反
っ
て
嫌
悪
を

お
ぼ
え
る
｡
ま
た
ー

人
生

官
歳
の
間

苦
楽

相
い
牽
撃
す

生
を
念
い

復
た
死
な
念
う

何
れ
の
時
か
l
た
び
開
顕
せ
ん

｢旋
興
五
十
首
其
七
｣

(巻
十
三
)

と
歌
う
の
は
､
こ
の
世
に
望
を
失
っ
た
老
人
の
溜
め
息
と
聞
か
れ
る
｡

飛
び
去
る
時
の
速
さ
に
泣
い
た
劉
基
は
ー
年
老
い
て
､
遅
遅
と
し
て

進
ま
ぬ
時
の
歩
み
に
歴
せ
ら
れ
て
､
衰
え
疲
れ
果
て
た
そ
の
心
身
は
､

も
は
や
敏
活
な
反
鷹
を
星
し
な
い
｡
そ
れ
ば
か
り
か
ー
永
遠
と
い
う

時
の
単
位
を
以
て
す
れ
ば
ー
人
間
の
寓
事
は
遂
に
は
空
し
い
ー
と
い

う
よ
う
な
口
吻
を
し
ば
し
ば
洩
ら
す
の
は
何
故
か
｡

乱
世
が
､
草
葬
の
間
に
臓
据
す
る
英
雄
た
ち
に
と
っ
て
純
粋
な
糞

力
の
抗
争
場
を
提
供
す
る
こ
と
は
ー
い
づ
れ
の
世
に
も
同
様
で
あ
る

が
､
こ
の
二
十
年
に
わ
た
る
元
末
の
無
秩
序
は
､
彼
劉
基
に
と
っ
て
､

好
ま
し
い
時
で
は
な
い
と
は
言
え
ぬ
｡
彼
は
こ
の
状
況
を
横
極
的
に

利
用
し
､
運
命
の
勝
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
自
か
ら
の
能
力

の
限
界
を
宿
命
と
封
決
さ
せ
る
こ
と
に
､
生
命
を
燃
焼
し
壷
し
て
悔

い
な

い
-

そ
う
し
た
男
で
あ
っ
た
｡
元
末
の
作
を
収
め
た

｢
覆
甑

集
｣
に
は
､
特
に
禦
府
歌
行
に
於
い
て
､
豊
麗
な
色
彩
､
怪
奇
な
幻

想
､
横
溢
す
る
ヴ
ァ

イ
タ
リ
テ
ィ
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
た
が
､
そ
れ

は
､
彼
の
内
奥
に
あ
っ
て
'
薄
ち
あ
い
噛
み
あ
う
精
神
の
懐
惨
な
パ
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ノ
ラ
マ
で
あ
り
､
そ
こ
に
､

例
え
ば
代
表
作
の

｢
二
鬼
｣
に
ー
政
教

は
､
不
確
定
の
未
来
に
対
し
て
注
ぎ
こ
ま
れ
た
ー
過
剰
な
不
安
と
期

待
が
交
錯
す
る
壮
大
な
カ
オ
ス
を
見
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
劉
基
の
情
熱
は
､
石
抹
宜
孫
の
死
後
､
た
や
す
く
消

し
去
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
の
ま
ま
に
老
い
朽
ち
る
に

は
､
四
十
七
と
い
う
年
齢
は
あ
ま
り
に
も
若
い
の
で
は
な
い
か
､
こ

う
し
て
彼
が
ー
朱
元
噂
の
招
き
に
､
や
や
た
め
ら
い
な
が
ら
も
鷹
ず

る
こ
と
に
な
る
の
は
､
そ
の
性
格
か
ら
は
殆
ん
ど
必
然
で
あ
っ
た
｡

し
か
し
､
親
し
く
朱
元
噂
に
接
し
て
ー
劉
基
は
鰐
然
と
し
た
｡
そ
の

中
に
'
異
様
な
英
雄
の
資
質
を
認
め
た
か
ら
で
あ
る
｡

微
賎
よ
り
身
を
起
し
､
自
己
の
力
の
み
に
信
頼
し
､
難
難
辛
苦
に

鍛
え
ら
れ
､
あ
ら
ゆ
る
権
謀
術
数
に
青
く
ま
れ
た
､
冷
酷
か
つ
不
屈

の
英
堆
朱
元
埠
は
､
人
間
の
情
熱
や
能
力
を
､
い
わ
ば
数
量
に

1

控
え
目
な
数
量
に
換
算
で
き
る
男
で
あ
っ
た
｡
皇
帝
は
そ
の
権
力
を

守
る
た
め
に
非
人
間
性
を
強
制
さ
れ
る
と
い
う
｡
し
か
し
､
朱
元
噂

は
す
で
に
皇
帝
と
な
る
以
前
､
こ
の
よ
う
な
秀
れ
た
資
質
を
備
え
て

い
た
'
い
や
､
備
え
て
い
た
か
ら
こ
そ
皇
帝
に
な
れ
た
､
と
言
う
べ

き
で
あ
ろ
う
｡
朱
元
噂
と
劉
基
は
ー
互
に
相
手
を
理
解
し
､
或
は
畏

劉
基
詩
序
説

(福
本
)

敬
し
た
か
も
知
れ
ぬ
｡
し
か
し
､
彼
等
の
問
に
は
､
遂
に
血
の
通
っ

た
人
間
関
係
は
成
立
し
な
か
っ
た
｡
人
生
意
気
に
感
ず
ー
功
名
誰
か

復
た
論
ぜ
ん
t
と
い
う
述
懐
は
､
劉
基
の
口
か
ら
は
護
せ
ら
れ
な
い

の
で
あ
る
｡

｢撃
眉
集
｣
は
､
劉
基
が
朱
元
噂
に
従
っ
て
以
来
､
つ
ま
り
五
十

以
後
の
晩
年
の
作
を
収
め
る
｡
集
中
の
代
表
作
は
ー
恐
ら
く

｢
旋
興

五
十
首
｣
の
五
古
と
断
じ
て
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡

｢
英
二
｣
に

日
う
｡憶

う

年
二
三
十

人
の
勤
む
る
能
わ
ざ
る
を
咲
う

書
を
話
し
て

歓
ち
寓
言

筆
を
落
し
て

燈
雲
を
飛
ば
す

朋
有
り

速
く
自
り
来
り

議
論
し
て
朝
境
を
窮
む

一
重

知
ら
ざ
る
を
恥
ぢ

高
指
し
て
前
閲
を
頗
す

寧
ん
ぞ
知
ら
ん

衰
老
有
る
を

耳
は
聾
し
目
は
垂
…す
る
が
如
し
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身
世
す
ら
且
つ
未
だ
保
た
ず

況
ん
や
敢
て
功
勲
を
言
わ
ん
や

こ
こ
に
青
春
の
情
熱
の
詣
歌
と
衰
老
の
憂
愁
の
嘆
息
が
ー
あ
ま
り

に
も
鮮
か
な
コ
ソ
ト
ラ
ス
ト
で
措
か
れ
て
い
る
の
を
見
る
o
L
か
し

こ
の
顕
著
な
対
比
が
何
に
原
因
し
て
い
る
の
か
ー
彼
の
沈
黙
の
裏
に

何
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
か
'
こ
れ
を
解
く
鍵
を
彼
の
作
品
に
求
め
る

の
は
､
殆
ん
ど
不
可
能
で
あ
ろ
う
｡
何
故
な
ら
ー
公
表
を
慣
る
厳
し

い
理
由
が
督
然
存
在
し
た
と
務
想
さ
れ
る
か
ら
｡

劉
基
の
政
治
に
於
け
る
功
績
は
､
宋
漆
の
文
化
に
於
け
る
功
績
と

同
じ
く
ー
明
帝
国
の
国
家
形
成
に
基
礎
を
据
え
た
も
の
で
あ
る
が
ー

決
定
的
に
重
要
な
役
割
を
拾
う
こ
の
二
人
を
､
二
人
に
よ
っ
て
代
表

さ
れ
る
文
化
面
で
の
ブ
レ
イ
ン
を
ー
朱
元
埠
は
完
全
に
自
己
の
べ
イ

ス
に
乗
せ
て
利
用
し
た
｡
つ
ま
り
､
新
し
い
王
朝
建
設
の
際
に
し
ば

し
ば
見
ら
れ
る
､
理
想
主
義
的
な
､
人
道
主
義
的
な
情
熱
を
､
そ
れ

散
そ
こ
に
貴
族
的
な
ロ
マ
ソ
チ
ス
ム
を
漂
わ
せ
る
雰
囲
気
を
'
朱
元

噂
は
全
面
的
に
拒
稚
し
て
､
庶
民
封
官
僚
､
そ
の
頂
鮎
に
皇
帝
が
あ

ら
ゆ
る
権
力
を
掌
握
し
て
存
在
す
る
1

と
い
っ
た
専
制
国
家
の
誕

生
に
ー
彼
等
を
協
力
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
故
ー

｢
明
租
誠
意
有
-
て
､
而
も
轟
く
は
其
の
言
に
従
わ
ず
､
故
に

治
術
難
に
し
て
古
な
ら
ず
｣
｢播
徳
輿

･
義

一
密
集
巻
十
三
ー

論
劉
誠
意
｣

と
い
う
よ
う
な
批
判
は
ー
朱
元
埠
の
酷
薄
な
銭
の
意
志
を
ー
甘
-
誤

診
し
た
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
る
｡
劉
基
が
夢
想
し
て
い
た
の
は
､

恐
ら
く
こ
ん
な
暗
い
官
僚
帝
国
で
は
な
か
っ
た
筈
だ
｡
君
臣
供
に
和

栗
L
t
人
民
は
支
配
者
を
信
頼
し
､
互
に
理
解
と
同
情
を
分
ち
あ
い
､

生
活
と
文
化
の
向
上
を
日
給
す
儒
教
遺
徳
に
支
え
ら
れ
た
祉
合
と
国

家
を
建
設
す
る
こ
と
こ
そ
､
彼
の
理
想
で
は
な
か
っ
た
の
か
｡

そ
の
出
身
の
賎
し
さ
故
､
文
化
と
文
化
人
と
に
極
端
な
コ
ソ
プ
レ

ク
ス
を
抱
い
て
い
た
朱
元
噂
は
､
理
由
の
な
い
憎
悪
と
軽
侮
を
露
骨

に
示
し
ー
知
識
人
を
信
頼
せ
ず
､
三
十
年
の
治
世
に
ー
見
る
べ
き
文

化
事
業
を
持
た
ず
､
文
化
尊
重
の
意
志
を
殆
ん
ど
敏
い
た
ぽ
か
り
か
､

胡
惟
庸
の
獄

(洪
武
十
三
年
'
劉
基
の
死
後
)
を
起
し
て
か
ら
は
ー
頻

繁
な
文
字
の
獄
に
よ
っ
て
､
政
治
批
判
や
思
想
の
自
由
を
制
歴
し
ょ

う
と
し
た
｡
こ
の
よ
う
な
文
化
の
去
勢
が
､
卑
俗
な
能
率
主
義
に
よ

っ
て
着
章
に
推
し
進
め
ら
れ
よ
う
と
す
る
の
を
知
っ
て
､
劉
基
や
宋
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廉
は
ー
い
か
に
失
望
L
t
い
か
に
屈
辱
を
感
じ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
｡

劉
基
自
身
､
朱
元
噂
に
従
っ
た
こ
と
が
ー
生
涯
の
不
覚
で
あ
っ
た
と

悟
っ
た
時
は
す
で
に
遅
か
つ
た
｡
彼
は
そ
の
後
悔
を
次
の
よ
う
に
歌

ら
ノ

青
青
た
り

蒲
湘
の
竹

狩
狩
と
し
て

寒
水
を
被
る

遊
子

飛
蓬
の
如
し

佳
人

千
里
に
噴
し

高
尊
に
登
り
て
左
右
を
望
め
ば

但
だ
見
る

黄
塵
の
起
る
を

鳳
風

和
ん
で
下
ら
ず

梧
桐

化
し
て
枚
と
為
る

傷
懐

追
う
可
か
ら
ず

憂
念

何
の
時
か
己
ま
ん

｢
族
興
五
十
首
其
三
十
五
｣

(篭
十
三
)

天
地
の
間
但
だ
黄
塵
荘
把
と
し
て
､
四
海
を
中

一
せ
ん
と
す
る
県
主

意
に
無
し
､
と
断
言
す
る
｡
ま
た
､

月
明
か
に
し
て

棲
鳥
動
き

劉
基
詩
序
説

(福
本
)

月
暗
う
し
て

棲
鳥
定
ま
る

茅
鴫

枚
杓
に
潜
み

大
阪

智

鏡
を
掛
く

皇
天

幕
物
を
生
じ

一
物

一
性
を
昇
え
ら
る

遂
に
基
礎
の
問
を
令
て

擾
垣
と
し
て

事
故
を
事
と
せ
し
む

喧
敬

日
夕
を
窮
む

崖
に
天
聴
を
層
さ
ざ
ら
ん
や

化
工

巧
な
り
と
云
う
と
経
も

法
を
為
り
て

概
だ
自
ら
病
む

沈
思

人
を
令
て
嵯
か
し
む

間
わ
ん
と
欲
す
る
も

誰
か
輿
に
慮
え
ん

｢難
詩
七
首
其
五
｣

(巻
十
三
)

こ
の
詩
が
ー
朱
元
埠
の
施
政
に
封
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
か

な
り
痛
烈
で
あ
り
､
こ
の
よ
う
な
襲
言
が
稀
で
あ
る
故
､
特
に
注
目

さ
れ
て
よ
い
｡
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
､

｢型
眉
集
｣
に
収
め
ら

れ
た
詩
に
は
､
こ
の
集
に
序
し
た
李
時
勉
が
言
う
よ
う
に
､
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｢優
湛
閑
雅
ー
興
を
微
腕
に
托
し
､
以
て
其
の
自
得
の
趣
を
壷

す
者
有
る
は
ー
則
ち
是
の
編
に
於
い
て
之
を
見
る
｣
｡

と
説
明
す
る
の
は
､
伏
在
す
る
重
要
な
問
題
を
避
け
た
､

一
面
の
見

解
で
あ
る
｡

｢覆
髄

･
翠
眉
｣
南
集
の
間
に
､
極
め
て
顕
著
な
断
層

が
存
在
す
る
こ
と
を
､
次
の
よ
う
な
意
味
で
'
初
め
て
指
摘
し
た
の

は
ー
恐
ら
く
銀
謙
益
で
あ
る
｡

｢
公
は
命
世
の
才
を
負
う
も
ー
有
元
の
李
に
丁
り
､
下
僚
に
沈

冷
す
ー
筆
策
齢
齢
し
1
時
里
及
し
み
世
を
憤
り
'
幾
ん
ど
草
野

に
白
か
ら
屠
れ
ん
と
欲
す
ー
然
れ
ど
も
其
の
幕
府
に
在
る
や
､

石
抹
と
難
危
事
を
共
に
す
､
知
己
に
遇
い
馳
駆
を
致
し
ー
歌
詩

を
作
為
す
る
に
ー
魁
垂
頓
挫
､
読
者
を
使
て
債
張
興
起
し
､
奮

闇
し
て
其
の
間
に
出
で
ん
と
欲
す
る
者
の
如
く
な
ら
し
む
､
聖

租
に
通
達
し
ー
命
を
惟
優
に
佐
け
､
爵
を
五
等
に
列
す
､
蔚
と

し
て
宗
臣
為
り
､
漸
に
志
の
大
い
に
行
わ
る
を
得
た
り
と
謂
う

可
し
､
乃
ち
其
の
詩
を
為
る
や
'
窮
を
悲
し
み
老
を
嘆
じ
ー
春

暖
幽
憂
す
ー
昔
年
飛
揚
碑
机
の
気
､
漸
然
と
し
て
存
す
る
有
る

無
し
'
豊
に
古
え
の
大
人
志
士
の
義
心
音
調
､
族
常
竹
Q
E
を
以

て
其
の
濁
探
を
測
量
す
可
卓
に
非
ざ
る
老
有
る
乎
､
鳴
呼
､
其

れ
感
ヂ
可
卓
也
｣
｡
｢
列
朝
詩
集
甲
前
案
､
劉
誠
意
基
小
俸
｣

｢翠
眉
集
｣
に
は
､

｢覆
缶
集
｣
に
見
ら
れ
た
奔
騰
す
る
情
熱
の

激
越
な
叫
び
は
全
く
影
を
ひ
そ
め
､
た
だ
諸
侯
た
る
雨
と
夙
に
､
暮

年
の
落
塊
を
瑚
つ
詩
人
の
委
し
か
認
め
ら
れ
ぬ
｡

雨
は
槍
江
を
隠
し

寮
は
山
を
臆
す

郷
関
造
遮
と
し
で

書
を
寄
す
る
こ
と
難
し

病
乗

只
だ
紛
む

春
風
の
到
る
を

おも
擬
わ
ざ
り
き

春
風

暁
に
更
に
塞
き
を

｢春
日
難
興
八
首
其
七
｣

(巻
十
七
)

こ
の
陰
節
な
春
を
見
よ
､
こ
の
よ
う
な
歎
息
の
中
に
ー
我
我
は
､
朱

元
埠
に
絶
望
し
､
権
力
の
主
流
を
め
ぐ
っ
て
暗
闘
す
る
新
し
い
官
僚

群
-

李
善
長

･
江
庶
洋

･
胡
惟
庸
等
と
の
抗
争
に
疲
れ
果
て
た
劉

基
を
想
像
す
る
の
で
あ
る
｡

明
史
に
日
う
ー

｢基
は
佐
け
て
天
下
を
定
め
､
事
を
料
る
こ
と
神
の
如
し
ー
性

剛
に
し
て
悪
を
嫉
み
ー
物
と
多
く
件
う
｡｣
｢巻
二
二
八
劉
基
列

停
｣
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告
た
､｢

臣
は
悪
を
嫉
む
こ
と
太
だ
甚
だ
し
､
又
た
繁
劇
に
耐
え
ず
､

之
が
為
に
且
つ
孤
な
り
｣

｢
同
右
｣

と
自
ら
告
白
す
る
よ
う
に
､
劉
基
の
剛
直
は
ー
そ
の
自
負
と
相
い

侯
っ
て
､
周
囲
に
不
必
要
に
多
く
の
敵
を
作
っ
た
と
も
言
え
ぬ
こ
と

は
な
い
｡
そ
し
て
､
晩
年
の
彼
の
孤
猪
は
ー
そ
の
高
い
斡
拝
に
碍
げ

ら
れ
て
､
最
後
ま
で
内
面
の
憐
情
を
露
呈
す
る
こ
と
を
恥
じ
た
｡
彼

の
詩
が
常
に
格
調
を
保
ち
､
清
雅
な
趣
き
を
失
わ
な
い
の
は
ー
あ
ら

ゆ
る
憂
悶
を
孤
燭
に
ょ
つ
て
源
過
し
､
す
べ
て
の
哀
歓
を
内
省
に
よ

っ
て
昇
華
さ
せ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
｡

洪
武
七
年

(
一
三
七
五
)､
胡
惟
庸
が
相
と
な
る
に
及
ん
で
､
憂
債

の
あ
ま
り
病
を
考
L
t
朱
元
噂
を
し
て
吾
が
子
房
な
り
､
と
言
わ
し

め
た
こ
の
英
傑
は
死
ん
だ
｡
年
六
十
五
｡

三

｢
元
李
の
詩
は
都
て
鮮
華
な
り
､
文
成

(劉
基
)
猪
り
高
格
を

捺
し
1
時
に
杜

･
韓
を
迫
逐
せ
ん
と
欲
す
ー
故
に
超
然
と
し
て

滞
り
勝
る
ー
允
に

l
代
の
冠
為
り
｣
.
｢
明
詩
別
裁
雀

〓

劉
基
詩
序
説

(
1.GB
本
)

元
新
の
静
文
は
ー

一
般
に
繊
巧
卑
弱
と
解
せ
ら
れ
､
常
時
に
あ
っ

て
す
ら
､
そ
れ
に
封
す
る
反
省
や
批
判
が
起
り
つ
つ
あ
っ
た
｡
劉
基

が
登
場
し
た
の
は
ー
文
凧
の
改
革
を
要
求
す
る
気
運
が
漸
く
熟
し
っ

つ
あ
っ
た
時
で
あ
る
｡

劉
基
は
､
そ
の
友
宋
源
と
､
や
や
息
く
れ
た
高
啓
と
の
三
人
が
､

主
張
に
若
干
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
と
は
い
え
ー
明
の
文
学
に
新
し

い
息
吹
を
も
た
ら
し
､
後
に
績
く
文
壇
に
多
大
の
影
響
を
輿
え
た
こ

と
は
､
文
学
史
の
括
楠
を
肯
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
O
宋
派
が
堅

貿
な
方
法
に
よ
っ
て
､
正
統
主
義

へ
の
復
蹄
に
貢
献
し
､
高
啓
が
奔

放
な
情
熱
に
よ
っ
て
'
ロ
マ
ン
チ
ス
ム
へ
の
憧
憶
を
歌
っ
た
の
に
封

し
､
劉
基
は
詩
の
規
範
を
唐
以
前
に
求
め
､
古
朴
雄
厚
の
作
風
を
以

て
ー
繊
弱
の
流
弊
を

一
掃
し
ょ
う
と
試
み
た
｡

こ
れ
ら
の
三
人
に
共
通
し
た
態
度
は
､
み
な
現
賓
の
社
食
1

つ

ま
り
元
末
の
長
い
動
乱
と
不
幸
な
接
解
を
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
得

ら
れ
た
鋭
い
批
判
精
神
を
身
に
つ
け
､
高
踏
的
遊
戯
的
な
文
学
を
､

正
し
い
停
銃
に
返
す
た
め
に
､

l
様
に
復
古
的
な
主
張
を
抱
い
て
い

た
こ
と
で
あ
る
｡
復
古
と
い
う
こ
と
は
､
常
に
典
型
を
過
去
に
求
め

る
こ
と
で
あ
り
､
過
去
の
輝
か
し
い
成
功
が
何
ゆ
え
可
能
で
あ
っ
.た
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か
な
考
察
す
る
場
合
､
そ
の
主
張
は
必
然
的
に
､
詩
と
は
何
か
､
詩

を
作
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
､
と
い
う
根
源
的
な
反
省
に
遡
る
こ

と
を
要
求
す
る
｡

そ
れ
で
は
､
詩
の
本
質
と
不
可
分
に
関
連
す
る
､
詩
を
作
る
と
い

う
行
為
を
ー
劉
基
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
彼

は
い
く
つ
か
の
詩
集
の
序
に
於
い
て
､
詩
は
何
の
為
に
し
て
作
れ
る

か
､
と
い
う
疑
問
を
極
め
て
素
朴
に
提
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
､

そ
こ
に
は
､
詩
と
い
う
も
の
を
ー
そ
の
草
生
の
状
態
に
立
ち
か
え
っ

て
､
再
確
認
し
ょ
5
.と
す
る
努
力
が
見
ら
れ
る
｡
例
え
ば

こ
ころ

｢夫
れ
詩
は
何
の
為
に
し
て
作
れ
る
哉
ー
情

中

に
委
し
言
に
形

る
､
国
風
二
雅
は
六
経
に
列
し
､
美
刺
風
戒
､
世
数
に
稗
有
ら

ざ
る
は
莫
し
｡｣

｢
照
玄
上
人
詩
集
席
｣

(奄
五
)

と
述
べ
て
い
る
が
､
こ
の
よ
う
に
詩
を
､
為
政
者
に
と
っ
て
､
民

情
を
察
す
る
鏡
と
な
り
､
良
き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
'

一
般
人
民

に
と
っ
て
ー
モ
ラ
ル
へ
の
反
省
と
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
す
る
｡
こ
れ
は
､
国
運
の
傾
く
に
随
っ
て
､
あ
ら
ゆ
る
文
化
事
象

も
衰
森
の
色
を
濃
く
し
､
文
学
が
現
賓
逃
避
の
た
め
の
l
種
の
遊
戯

と
し
て
愛
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
に
'
し
ば
し
ば
な
さ
れ
る
規

完
で
あ
る
｡
元
末
ー
久
し
い
社
合
の
混
濁
に
よ
っ
て
ー
創
造
的
な
試

み
が
､
す
べ
て
無
意
味
に
感
じ
ら
れ
､
萎
廉
沈
滞
の
空
気
が
密
度
を

埼
し
っ
つ
あ
っ
た
時
､
所
謂
世
の
二日同
士
た
ち
は
､
世
の
浮
沈
を
よ
そ

に
､
花
鳥
風
月
の
娯
し
み
に
自
己
を
軍
晦
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
が
､

劉
基
は
こ
の
よ
う
な
濁
音
的
な
保
身
主
義
を
許
す
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
｡｢

予
れ
嘗
っ
て
世
俗
の
宴
集
を
為
す
な
見
る
に
'
大
率
琴
色
を

以
て
盛
鰻
と
為
す
ー
故
に
女
栗
具
ら
ざ
れ
ぼ
則
ち
主
客
若
然
と

し
で
障
無
か
ら
ざ
る
莫
し
｣
｡

｢
牡
丹
合
詩
序
｣

(雀
五
)

と
罵
倒
し
て
､
風
雅
の
地
を
掃
っ
た
さ
ま
を
嘆
じ
､

｢聖
人
を
以
て
軌
範
と
為
さ
ず
､
日
私
し
て
以
て
好
悪
を
為
す

は
､
輿
に
詩
聖
11Eう
可
き
こ
と
難
し
｡｣

｢
王
原
章
詩
集
序
｣

(雀
五
)

と
､
詩
を
趣
味
乃
至
は
遊
戯
の
次
元
で
論
ず
る
こ
と
を
強
く
否
定

し
て
い
る
の
で
あ
る
.
こ
れ
は
ー
常
時
の
江
南
の
詩
壇
に
君
臨
し
た

楊
維
禎
と
そ
の
亜
流
に
封
す
る
抗
議
で
あ
る
こ
と
は
推
測
に
難
く
な

い
.
詩
は
員
情
よ
り
萌
し
た
聾
で
あ
り
､
そ
の
虞
賓
さ
散
に
尊
く
ー
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か
つ
世
数
に
益
あ
り
と
い
う
襲
想
は
ー
古
典
に
示
さ
れ
て
長
ら
く
説

得
力
を
保
っ
た
の
で
あ
る
が
､
こ
の
俸
統
的
な
解
樺
に
恩
賞
で
あ
ろ

う
と
す
る
劉
基
は
､
詩
型
に
於

い
て
も
､
よ
り
古
い
よ
り
素
朴
な
リ

ズ
ム
へ
の
愛
好
を
､
極
め
て
明
瞭
に
そ
の
詩
集
に
反
映
し
て
い
る
｡

殊
に
四
言
古
詩
と
い
う
古
典
形
式
に
､
二
十
二
首
の
習
作
を
試
み
て

い
る
の
は
注
目
に
償
い
す
る
｡
ま
た
楽
府
古
詩
を
合
し
た
約
五
百
五

十
首
の
数
は
､
彼
の
全
詩
の
ほ
ぼ
年
分
に
普
る
｡
そ
の
中
で
も
五
古

の
三
百
三
十
七
首
と
い
う
教
は
､
他
の
ス
タ
イ
ル
に
よ
っ
て
作
ら
れ

た
教
を
悉
く
歴
倒
す
る
｡
七
青
が
僅
か
四
十

1
首
で
あ
る
こ
と
を
知

れ
ば
､
こ
こ
に
劉
基
詩
の
最
も
顕
著
な
特
色
が
存
在
す
る
こ
と
は
明

か
で
あ
る
｡

そ
れ
で
は
ー
こ
の
五
古
に
見
ら
れ
る
特
徴
は
何
で
あ
ろ
う
か
､
そ

れ
は
連
作
に
封
す
る
異
常
な
情
熱
で
あ
る
｡
感
懐
三
十

一
首
∵
詠
史

二
十

一
首
､
難
詩
四
十

一
首
､
旋
興
五
十
首
を
始
め
と
し
て
､
五
古

の
教
を
最
大
な
ら
し
め
た
理
由
は
寛
に
こ
こ
に
あ
る
｡
そ
し
て
､
そ

の
連
作
の
殆
ん
ど
が
､
彼
の
詩
の
中
で
最
も
秀
れ
た
結
晶
と
認
め
ら

れ
'
多
く
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
イ
が
､
彼
の
代
表
作
と
し
て
､
感
懐
或
い

は
旋
興
の
教
首
を
採
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
｡
因
み
に

｢
列
朝
詩
集
｣

劉
基
詩
序
説

(福
本
)

は
五
古
の
連
作
を
殆
ん
ど
網
羅
す
る
｡
い
ま
例
と
し
て
感
懐
｢
英
二
｣

及
び

｢
其
二
十
｣
を
畢
げ
よ
う
｡

車
を
駆
っ
て

門
を
出
で
て
去
れ
ば

四
顧

人
を
見
ず

廻
風

落
葉
を
巻
き

楓
楓
と
し
て

沙
塵
を
帯
ふ

平
原

頗
し
く
千
里

葬
葬
と
し
て

轟
く
荊
榛

繁
華

能
く
幾
何
ぞ

惟
件
し
て

義
の
辰
に
及
ぶ

ゆ
え

所
以
に
芳
桂
の
枝

桃
李
の
春
を
争
わ
ず

雲
林
に
秋
と
し
て
幽
鴻

霜
雪
と
空
し
く
相
い
親
し
む
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第
十
八
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山
川

香
と
し
て
荘
荘

衆
鳥

各
お
の
白
か
ら
飛
び

喬
木

空
し
く
蒼
涼
た
り

高
卓
に
登
り
で

寓
里
を
見
る

古
え
を
憶
え
ば

心
を
使
て
傷
ま
し
む

仔
立
し
て
浮
雲
を
望
む

安
ん
ぞ
風
を
凌
い
で
拘
る
を
得
ん

鍾
幌
の
名
を
署
す
る

｢
明
詩
蹄
巻

一
｣
に
は
許
し
て
日
う
､

｢
英
雄
開
創
の
才
を
懐
き
､
乱
世
に
盛
り
て
未
だ
明
主
に
遇
わ

ず
ー
猪
往
猪
乗
､
其
の
胸
中
の
一
段
は
､
人
に
射
し
て
説
く
可

か
ら
ず
､
井
せ
て
之
を
説
く
に
人
無
し
､
苦
衷
は
醸
し
て
悲
憤

感
傷
の
詞
を
成
す
､
虞
に
讃
む
に
忍
び
ざ
る
有
り
､
議
み
て
昔

時
乾
坤
に
僻
仰
L
t
名
世
を
以
て
白
か
ら
居
る
の
情
態
を
想
見

す
､

超
し
て
感
懐
と
日
う
は
県
に
感
懐
也
｡
｣

人
に
憩
え
得
な
い
､
そ
れ
故
､
人
か
ら
推
察
さ
れ
得
な
い
ば
か
り

か
､
そ
の
推
察
を
拒
む
よ
う
な
悲
哀
に
僕
惜
し
､
胸
中
の
欝
を
詩
に

散
じ
た
詩
人
は
ー
劉
基
ぽ
か
り
で
は
な
い
､
そ
の
立
場
は
多
少
異
な

る
と
い
え
､
魂
の
院
籍
は
容
易
に
聯
想
さ
れ
る
詩
人
で
あ
る
｡

除
籍
は
､
牧
許
と
貯
智
が
錬
っ
て
階
葬
と
破
滅
を
用
意
し
た
暗
黒
の

時
に
身
を
全
う
す
る
た
め
に
､
あ
ら
ゆ
る
批
判
を
口
に
せ
ず
､
権
力

か
ら
隔
る
こ
と
に
努
め
た
.

し
か
し
'

自
己
を
全
く
沈
黙

へ
閉
ぢ

こ
め
て
し
ま
う
に
は
､
彼
は
あ
ま
り
に
も
感
受
性
に
富
ん
で
い
た
｡

｢
詠
懐
英

二

に
日
う
､

夜
中

疾
ぬ
る
能
わ
ず

起
坐
し
て
鳴
琴
を
弾
ず

薄
椎

明
月
を
鑑
ら
し

清
風

我
が
衿
を
吹
く

孤
鴻

外
野
に
戟
び

朔
鳥

北
林
に
鳴
く

排
御
し
て
婿
に
何
を
か
見
ん
と
す
る

憂
思

猪
り
傷
心
す

こ
の
詩
が
'
裏
に
何
を
隠
し
､
何
を
比
愉
し
ょ
う
と
し
で
い
る
か

を
議
論
す
る
の
は
ー
む
し
ろ
重
要
で
は
な
い
｡
院
籍
の
強
制
さ
れ
た

時
代
濃
境
が
､
彼
に
深
い
孤
猪
と
憂
愁
を
も
た
ら
し
'
彼
が
故
意
に
'

自
己
の
優
れ
た
資
性
と
能
力
を
歴
殺
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
悲

し
み
を
謹
み
と
れ
ば
足
り
よ
う
｡
劉
基
は
､
こ
の
詩
人
に
み
な
ぎ
る
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高
雅
な
悲
哀
に
強
く
心
を
牽
か
れ
､
自
か
ら
の
置
か
れ
た
状
況
を
､

除
籍
と
の
封
比
に
よ
っ
て
意
識
し
っ
づ
け
､
常
に
多
く
の
教
訓
と
慰

籍
を
見
出
し
た
｡
そ
し
て
､
詠
懐
の
詩
塾
を
踏
襲
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
､
溢
れ
る
ポ

エ
ジ
イ
を
凝
縮
し
､
洗
練
し
て
表
現
す
る
こ
と
に
成

功
し
た
と
い
え
よ
う
O
な
お
'
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
ー
稿
を
更
め
て

論
ず
る
｡

古
詩
と
関
連
し
て
､
契
府
に
も

1
言
解
れ
て
あ
か
ね
ぼ
な
ら
ぬ
.

劉
基
の
禦
府
は
ー
例
え
ば
近
人
鏡
基
博
の
よ
う
に
ー
彼
の
詩
の
中
で

最
も
高
い
位
置
を
輿
え
る
評
債
も
あ
る
.(｢明
代
文
革
｣
商
務
印
書
館
七

十
六
ペ
ー
ジ
)
し
か
し
ー
彼
の
功
績
は
､
元
末
よ
り
新
た
な
流
行
の
兆

を
示
し
て
き
た
楽
府
を
､
漢
魂
時
代
の
本
来
の
姿
に
復
蹄
さ
せ
た
鮎

に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
楊
維
槙
は
ー
多
く
の
楽
府
に
新

題
を
附
し
て
､
内
容
に
新
奇
な
創
意
を
試
み
た
｡
朱
葬
尊
は
日
う
､

｢
元
李
の
楊
廉
夫

･
李
季
和
の
輩
､
交
ど
も
相
い
唱
答
す
ー
然

れ
ど
も
多
く
新
題
を
構
し
て
古
鰻
と
為
す
ー
惟
だ
劉
誠
意
伯
は

鋭
意
革
古
し
､
作
る
併
特
に
多
し
､
蓬
に
明
三
百
年
の
風
気
を

開
く
｣
｡
｢静
志
居
詩
話
奄
二
｣

こ
れ
に
反
し
､
劉
基
の
契
府
は
､
悉
く
菖
題
に
依
っ
た
も
の
で
あ

劉
基
詩
序
説

(
福
本
)

り
､
そ
の
用
語
､
表
現
技
巧
は
ー
漠
魂
を
学
ん
で
ー
よ
く
そ
の
精
髄

を
消
化
し
て
い
る
｡
そ
し
て
内
容
に
於
い
て
も
ー
額
似
の
構
想
を
も

ち
な
が
ら
､
時
事
に
封
す
る
鋭
い
訊
刺
を
含
む
鮎
で
'
優
れ
た
見
識

を
示
す
｡

｢大
観
安
藤
蹄
琵
｣
な
ど
を
著
し
て
ー
明
初
の
歴
史
に
深

い
造
詣
を
覗
わ
せ
る
鏡
謙
益
は
ー
｢
列
朝
詩
集
｣
に
ー
し
ば
し
ば
劉
基

の
微
旨
を
据
摘
す
る
｡
例
え
ば

｢
盛
山
高
｣
や

｢楚
妃
歎
｣
や

｢梁

甫
吟
｣
は
み
な
元
の
英
宗
の
后
､
高
麗
の
奇
氏
を
刺
す
と
い
う
｡

今
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
､
劉
基
は
､
古
い
詩
型
に
新
し
い
内
容
を

盛
る
と
い
う
よ
り
ー
内
容
そ
の
も
の
室
向
め
ー
詩
を
そ
の
技
巧
に
よ

っ
て
感
歎
す
べ
き
も
の
と
す
る
の
で
は
な
く
､
そ
の
中
に
歌
わ
れ
た

虞
撃
な
感
情
が
呼
び
起
す
､
共
感
や
感
動
を
尊
重
せ
ね
ば
な
ら
な
い

と
考
え
た
｡
こ
の
よ
う
な
考
え
は
､
彼
に
あ
っ
て
､
古
代
へ
の
憧
慣

と
な
り
､
詩
型
ば
か
り
で
は
な
く
､
創
作
態
度
も
漠
貌
以
前
の
詩
人

に
接
近
し
ょ
う
と
す
る
｡
こ
れ
は
､
前
後
七
千
の
復
古
主
義
と
は
直

接
に
関
連
せ
ぬ
に
せ
よ
､
明
初
の
詩
壇
が
ー
ど
の
よ
う
な
方
向
を
措

き
ね
ば
な
ら
な
い
か
変
1
日
か
ら
の
作
品
に
よ
っ
て
示
し
た
劉
基
は
､

来
る
べ
き
趨
勢
を
譲
告
す
る
重
要
な
位
置
に
あ
る
詩
人
と
言
い
得
る

で
あ
ろ
う
｡
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