
紹

介

中
国
に
お
け
る

一
九
八

〇
年
以
降
の
鍾
嘆

《
詩
晶
》

研
究
概
観

O

-

『詩
品
』
と
『文
心
髄
謂
』
の
文
学
観
の
異
同
論
争
を

中
心
と
し
て
-

■

近
世
の

『
詩
品
』
研
究
に
お
い
て
章
撃
誠
が

『詩
晶
』
と

『
文
心

髄
龍
』
と
を
対
比
さ
せ
'
｢文
心
髄
大
而
慮
周
､
詩
品
旨
深
而
意
遠
｣

(『文
史
通
義
』)
な
ど
と
論
じ
て
以
来
､
雨
音
を
比
較
し
て
論
じ
る
こ

と
が
多
-
な
-
､
し
ば
し
ば
そ
の

｢相
同
｣
･
｢相
異
｣
鮎
が
検
討
の

封
象
と
さ
れ
て
き
た
｡

曹
旭

｢鍾
喋

《
詩
品
》
研
究
綜
速
｣
は
､
比
較
的
早
-
雨
書
の
比

較
研
究
を
行

っ
た
も
の
と
し
て
菓
長
音
の

『詩
品
集
揮
』
を
挙
げ
た

後
､
主
な
論
文
と
し
て
下
記
の
も
の
を
列
挙
し
て
い
る
｡

斉
崎

｢鍾
劉
詩
論
参
稽
｣
(《
農
報
･
園
故
》
第
八
二
-
八
四
期
,
一
九

紹

介

四
一
.
五
.
二
〇
～
六
.
三
)

徐
中
玉

｢《
文
心
離
龍
》
輿

《
詩
品
》
｣
(《時
代
中
国
》
第
九
撃

丁

三
期
'
1
九
四
四
)

培
風

｢鐘
劉
詩
論
比
較
観
｣

(天
津

《民
国
日
報
》
l
九
四
七
.
ll.

1
0
)

文
鎮

｢関
千

八
文
心
髄
龍
)
和

(詩
品
)
的
異
同
｣

(《文
学
遺
産

樹
刊
》
第
二

輯
'
一
九
六
二
)

蒲
華
柴

｢劉
銀
輿
鍾
喋
文
学
思
想
的
差
異
｣
(《中
州
撃
刊
》
l
九
八

三
年
第
六
期
)

雷
帆

｢劉
蔀
興
鍾
喋
文
学
批
評
方
法
的
比
較
｣
(《学
術
月
刊
》
一
九

八
五
年
第
四
期
)

こ
れ
ら
の
論
文
は
､
主
と
し
て
爾
書
の
鰻
例
､
鍾

･
劉
文
学
思
想

の
異
同
､
批
評
方
法
の
差
異
及
び
詩
歌
の
功
用

･
草
生
､
詩
歌
風
格

の
流
愛
に
つ
い
て
比
較
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
｡

｢綜
逓
｣

に
お
い

て
は
'
特
に
そ
の
中
の
一
九
八
〇
年
以
降
に
書
か
れ
た
粛
華
柴
と
欝

帆
の
二
論
文
を
取
-
上
げ
て
､
簡
潔
に
内
容
を
紹
介
し
て
い
る
｡

蒲
文
以
馬
,
鐘
､
劉
文
学
思
想
均
展
儒
家
.
但
有
差
異
,
劉
蔀

儒
家
思
想
比
鍾
喋
濃
厚
I
田
此
劉
説
諭
詩

(文
)
I
〝
側
重
干
文
学
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冊

的
思
想
意
義
興
社
食
作
用
〃｡
《
詩
品
》
論
詩
ー
則
〟
重
千
野
惰
性

的
特
鮎
〃｡
劉
就
重

〝
善
〃
.
鍾
燦
重
〝
美
〃
｡

這
種
差
異
.
導
致

了
他
僧
封
〝
用
事
〃
､
〃
聾
律

〃

的
態
度
和
審

美
趣
味
､
批
評
標
準

的
不
同
｡

評
文
以
馬
.
鍾
'
劉
在
批
評
上
的
相
似
之
虞
主
要
有
三
方
面
-

(
一
)
均
不
満
先
哲
或
時
人
作
品
的
鑑
賞
,
試
固
以

〝
振
菓
尋
根
″

之
法
治

〝
清
乳
〃

･
･

(

二
)
以
歴
史
的
眼
光
把
作
家
作
品
置
干
文

学
賛
展
的
長
河
中

考
察
…

(≡
)
均
以
比
較
的
方
法
評
論
作
家
作

品
高
下
異
同
｡
不
同
的
虞
也
有
三
方
面
‥

(
一
)
鑑
賞
方
法
‥
劉

鉱
重

〃
人
情
〃
,
鍾
嘆
侶

〝
訊
味
″
…

(二
)
歴
史
批
評
方
法
-
劉

鉱
重
〝
鋪
観
〃

鍾
燦
重
〝
潮
源
〃

-

(
≡
)
比
較
批
評
方
法
･･劉

蔀
重
〝
見
異
〃ー

鍾
喋
侶

〝
定
品

〃.

劉
就
以
文
鰹
馬
綱
'
鍾
喋
以

作
家
馬
対
象
｡
劉
就
采
用
ん
情
感
批

評
″
.
鍾
喋
用
〝
風
格
批
評
〃
｡

こ
の
曹
旭
氏
の
内
容
紹
介
は
非
常
に
手
際
よ
い
も
の
で
は
あ
る

が
､

『
詩
品
』
研
究
動
態
の
紹
介
が
目
的
で
あ
る
だ
け
に
､
ど
う
し
て
も

こ
れ
ら
の
論
文
の
長
所
鉄
郎
を
詳
細
に
指
摘
し
､
将
来
の
研
究
更
展

に
つ
な
ご
う
と
す
る
観
鮎
に
放
け
る
憾
み
が
あ
る
O
そ
こ
で
､
小
論

で
は
､
ま
ず

一
九
八

〇
年
代
の

『
詩
品
』
と

『
文
心
離
龍
』
の
異
同

に
関
す
る
論
文
と
し
て
は
最
初
の
も
の
に
展
す
る
上
記
の
蒲
華
柴
論

文
を
批
判
的
に
分
析
検
討
し
'
今
後
の
研
究
の
方
向
性
を
兄
い
だ
す

こ
と
に
努
め
た
い
｡

こ
の
論
文
は
'
｢劉
就
輿
鍾
喋
文
学
思
想
的
差
異
｣
と
い
う
標
題
で

あ
る
が
'
最
初
と
最
後
と
に
､
｢鍾
'
劉
的
文
学
思
想
｣
に
は
板
木
的

対
立
は
存
在
せ
ず
､
基
本
的
に
は
均
し
-
儒
家
思
想
に
展
す
る
と
繰

-
返
し
強
調
し
た
上
､
さ
ら
に
わ
ざ
わ
ざ

｢〝
差
異
〃

は
畢
竜
､
〝
差

異
〃

に
過
ぎ
ず
､
相
反
す
る
面
が
存
在
す
る
こ
と
を

意
味
し
な
い
｣

と
断

っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
､
そ
の
ね
ら
い
は
革
に
劉

･
鐘
の

文
学
思
想
の
差
異
を
究
明
す
る
こ
と
に
は
な
-
､
ど
う
や
ら
雨
書
の

文
学
観
の
対
立
説
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
に
思
え
る
｡
曹

旭
氏
の

｢綜
逓
｣
及
び
備
定

｢《
詩
品
》
研
究
概
観
｣
に
操
る
と
､
前

年
の
一
九
八
二
年
に

《
文
蛮
理
論
研
究
》
(第
二
期
)
誌
上
に
掲
載
さ

れ
た
｢
日
本
学
者
｣
興
謄
宏
氏
の
｢(
文
心
離
龍
)
輿

(詩
品
)
在
文
学

観
上
的
封
立
｣
(原
載
は
一
九
六
八
年

『吉
川
博
士
週
休
記
念
中
国
文
学
論

集
』
)
が
中
国
学
術
界
に
大
き
な
反
響
を
引
き
起
こ
し
､
こ
れ
を
め
ぐ

っ
て
研
究
者
間
に
い
さ
さ
か
の
論
争
が
展
開
さ
れ
た
と
報
告
さ
れ
て

い
る
｡
そ
う
す
る
と
､
舗
氏
も
皆
然
､
こ
の

｢封
立
説
｣
を
知

っ
て
､
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上
記
の
論
文
を
書
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
｡
表
現
も
上
述
の
と
お
-
､

主
眼
は

｢封
立
説
｣
の
否
定
に
あ
る
よ
う
に
さ
え
見
え
る
｡
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
､
諸
氏
は
不
思
議
な
こ
と
に
輿
謄
論
文
に
二
三ロ
の
言

及
も
し
て
い
な
い
｡
ま
た
'
興
膳
論
文
の
主
題
と
言
う
べ
き
蘭
書
の

〝
奇
〃

字
に
関
す
る
論
究
を
試
み
て
い
る
王
運
照

･
質
樹
新
両
氏
の

論
文
に

お
い
て
も
同
様
の
現
象
が
見
ら
れ
る
｡
も
し
､
こ
れ
ら
各
氏

が
興
膳
論
文
を
ま
と
も
に
商
権
す
べ
き
対
象
と
考
え
ず
､
な
ん
ら
の

言
及
も
し
な
か
っ
た
の
だ
と
し
た
ら
､
ま
こ
と
に
遺
憾
な
こ
と
で
あ

る
｡
県
に
中
国
文
学
研
究
の
頚
展
を
期
す
る
の
な
ら
ば
､
中
国
の
学

者
は

〝
中
華
〃

的
'
園
粋
的
傾
向
を
厳
し
､
世
界
中
の
研
究
成
果
に

注
目
し
'
謙
虚

に
こ
れ
に
封
虞
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
と
-
わ
け
学
術

界
に
君
臨
す
る
重
鎮
と
目
さ
れ
る
研
究
者
は
､
そ
の
影
響
が
強
い
だ

け
に
､
外
国
に
お
け
る
中
国
文
学
研
究
の
成
果
を
重
蔵
す
る
こ
と
の

な
い
よ
う
厳
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
｡

斎
華
柴
論
文
は
'
ま
ず
鍾
嘆
､
劉
魂
は
斉
梁
の
頚
廃
し
た
文
風
を

矯
正
す
る
べ
-
､
そ
れ
ぞ
れ
に

『
詩
品
』
'
『
文
心
離
龍
』
を
作

っ
た

と
見
な
し
た
上
で
､
彼
ら
が
こ
う
し
た
時
代
情
況
の
下
で
靴
濫
を
矯

正
す
る
た
め
に
は
､
思
想
内
容
と
社
合
致
用
を
重
税
す
る
儒
家
文
学

紹

介

観
か
ら
思
想
武
器
を
探
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
断
定
し
て
い
る
｡

具
鰻
的
に
は
'
｢序
志
｣
･
｢原
遺
｣
二
徴
聖
｣
･
｢宗
経
｣

各
篇
に
見

え
て
い
る
儒
家
的
傾
向
の
濃
厚
な
表
現
を
事
例
と
し
て
列
挙
し
､
こ

れ
を
根
嬢
に

『
文
心
歴
龍
』
は
確
資
に
儒
家
文
学
思
想
で
貫
か
れ
て

い
る
と
推
定
し
た
後
､

一
方
の

｢詩
晶
序
｣
に
も
､
形
式
上
､
内
容

上
と
も
に

｢毛
氏
序
｣
の
顕
著
な
影
響
を
受
け
て
い
る
表
現
が
種
々

存
在
す
る
こ
と
を
例
示
L
t
こ
れ
ら
は
み
な
と
-
も
な
お
き
ず
､
鍾

喋
の
儒
家
文
学
思
想
の
反
映
に
違
い
な
い
と
断
定
し
て
い
る
｡
結
局
､

諸
氏
は
上
述
の
よ
-
に

『
文
心
髄
龍
』
'
『
詩
品
』
と
も
に
儒
家
文
学

思
想
の
影
馨
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
唯

一
の
根
嬢
と
し
て
､
鍾

･
劉
二

人
の
文
学
思
想
に
は
基
本
的
な
封
立
は
存
在
せ
ず
､
彼
ら
の
思
想
は

均
し
-
儒
家
思
想
に
展
す
る
も
の
で
あ
る
と
結
論
し
て
い
る
の
で
あ

る
｡
し
か
し
'
軍
に
と
も
に
儒
家
思
想
の
影
響
を
継
承
し
て
い
る
と

い
う
事
寛
が
果
た
し
て
鍾

･
劉
両
人
の
文
学
思
想
に
根
本
的
な
封
立

が
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
根
接
に
な
-
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
聖

人
孔
子
の
思
想
を
受
け
鮭
ぐ
も
の
に
は
果
た
し
て
封
立
は
存
在
し
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
｡
孟
子
と
有
子
は
と
も
に
孔
子
を
敬
慕
し
､
儒

家
思
想
を
縫
承
す
る
も
の
と
主
張
し
て
い
る
が
'
二
人
の
思
想
に
は
､
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か
の

｢性
善
説
｣
と

｢性
悪
説
｣
を
始
め
と
し
て
､
か
な
-
の

｢対

立
｣
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
｡
そ
れ
故
､
鍾

･
劉
両
人
が

と
も
に
儒
家
思
想
を
髄
承
し
て
い
る
こ
と
を
以
っ
て

｢根
本
的
封
立

は
存
在
し
な
い
｣
と
結
論
す
る
の
は
早
計
に
過
ぎ
る
と
言
わ
ね
ば
な

ら
な
い
｡
二
人
の
文
学
思
想
に
根
本
的
対
立
が
な
-
､
基
本
的
に
は

同
質
の
も
の
で
あ
る
と
結
論
す
る
た
め
に
は
､
少
な
-
と
も
そ
れ
ぞ

れ
が
鰹
承
し
た
儒
家
文
学
思
想
が
具
鰹
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
か
を
分
析
検
討
し
､
そ
れ
ら
の
間
に
封
立
的
性
質
は
存
在
せ
ず
､

む
し
ろ
同
質
性
が
存
在
す
る
こ
と
を
論
謹
す
る
必
要
が
あ
る
｡
も
し
､

そ
れ
ぞ
れ
に
儒
家
文
学
思
想
の
影
響
が
見
ら
れ
る
表
現
が
あ
-
さ
え

す
れ
ば
､
両
者
に
根
本
的
封
立
が
な
い
と
結
論
で
き
る
の
な
ら
ば
､

沈
約
の

｢朱
書
謝
塞
運
停
論
｣
と
英
子
野
の

｢離
島
論
｣
に
も
根
本

的
対
立
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
｡

か
つ
て
王
安
石
は
､

｢荘
周
論
｣
に
お
い
て
､
儒
者
と
荘
徒
は
互

い
に
相
手
を
誹
誘
し
封
立
し
て
い
る
が
､
荘
子
の
虞
意
は
貴
は
天
下

の
弊
を
矯
正
し
､
聖
人
の
遠
を
存
す
る
に
あ
る
と
論
じ
た
｡
換
言
す

れ
ば
､
儒
家
の
聖
人
孔
子
と
道
家
の
荘
子
の
間
に
根
本
的
な
対
立
は

存
在
し
な
い
と
論
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
よ
う
な
観
鮎
に
立

脚
し
た
議
論
が
正
し
い
と
す
れ
ば
､
例
え
ば
､
資
本
主
義
思
想
も
祉

合
主
義
思
想
も
同
じ
-
現
前
の
社
合
の
弊
を
矯
正
し
､
よ
-
よ
い
社

合
を
寛
現
し
よ
う
と
す
る
意
圏
の
も
と
に
構
築
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
､
ケ
イ
ン
ズ
の

『貨
幣
論
』
と
マ
ル
ク
ス
の

『資
本
論
』
の

問
に
根
本
的
な
対
立
は
存
在
し
な
い
と
い
う
奇
妙
な
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
う
｡
そ
れ
で
は
､
こ
の
世
に

｢根
本
的
対
立
｣
な
ど
存
在
し
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
だ
ろ
う
か
｡
そ
れ
故
､
二
者

間
に
対
立
が
存
在
す
る
か
否
か
と
い
う
よ
う
な
問
題
を
論
ず
る
場
合

に
は
､
ぜ
ひ

｢対
立
｣
の
概
念
を
定
義
し
て
お
-
心
安
が
あ
ろ
う
｡

上
述
の
蒲
論
文
に
は
'
鍾

･
劉
二
者
間
に
根
本
的
対
立
は
存
在
し
な

い
と
い
う
結
論
を
提
出
す
る
過
程
に
お
い
て
､

王
安
石
の

｢荘
周

論
｣
に
類
似
し
た
観
鮎
が
見
ら
れ
る
｡

斉
､
染
又
是
古
代
文
学
史
上
文
風
十
分
類
廉
的
時
期
.
封
這
壕

状
況
I
劉
誕
輿
鍾
嘆
都
有
清
醒
的
認
識
…

《
文
心
髄
龍
》
興

《
詩

品
》
,

正
是
馬
了
矯
靴
蹄
正
而
作
的
.

在
常
時
的
歴
史
候
件
下
ー

他
僧
要
矯
革
靴
濫
.
也
不
能
不
徒
重
税
思
想
内
容
和
社
合
致
用
的

儒
家
文
学
観
尋
挟
思
想
武
器
｡

具
鰻
的
に
個
別
の
問
題
鮎
を
慎
重
に
分
析
す
る
以
前
に
､
早
-
ち
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時
代
の
弊
を
矯
正
す
る

｢清
醒
的
認
識
｣
を
も
つ
二
人
の
思
想
武
器

は
儒
家
思
想
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
断
定
し
､
こ
れ
を
頼
-
に
二

人
の
間
に
根
本
的
封
立
は
存
在
す
る
は
ず
が
な
い
と
結
論
を
出
し
て

し
ま
っ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
粛
氏
の
究
明
法
は
､
ま
さ
し
-
王
安

石
の
議
論
の
立
脚
鮎
に
似
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
｡
王
安
石

の
場
合
は
､
多
分
に
政
治
的
色
彩
を
も
つ
議
論
と
し
て
､
あ
る
い
は

現
寛
政
治
に
対
し
て
有
益
に
機
能
し
た
か
も
知
れ
な
い
が
､
客
観
性

を
要
請
さ
れ
る
現
代
の
文
学
研
究
論
文
の
場
合
は
､
と
て
も
有
数
と

は
言
い
難
い
｡

蒲
論
文
は
先
に

｢鐘
､
劉
的
文
学
思
想
｣
に
は
根
本
的
封
立
は
存

在
せ
ず
'
基
本
的
に
は
均
し
-
儒
家
思
想
に
展
す
る
と
結
論
を
出
し

た
後
､
｢但
鐘
､
劉
二
人
的
儒
家
思
想
存
在
着
程
度
的
差
異
｡｣
と
記

し
た
上
､
そ
の

｢差
異
｣
が
両
書
中
に
具
鰻
的
に
ど
の
よ
-
な
か
た

ち
で
存
在
し
て
い
る
か
を
検
討
し
て
い
る
｡

蒲
氏
は
､
ま
ず
第

1
に
『
文
心
願
龍
』
は
宗
経
篇
に
お
い
て

｢経
｣

は

｢恒
久
之
至
道
'
不
刊
之
鴻
教
｣
で

｢天
地
を
象
-
､
鬼
神
に
致

ひ
'
物
序
に
参
じ
､
人
紀
を
制
す
｣
な
ど
と
述
べ
て
い
る
の
を
始
め

と
し
て
'
虞
々
に
儒
家
の
正
統
的
な
文
学
観
で
あ
る

｢経
世
致
用
｣

紹

介

の
文
学
観
を
展
開
し
て
い
る
が
､

一
方
の

『詩
品
』
は
そ
の

｢序
｣

に
確
か
に

｢毛
詩
序
｣
か
ら
の
引
用
が
あ
る
も
の
の
'
｢経
世
致
用
｣

の
文
学
観
と
言
え
る

｢風
教
｣
に
関
す
る
主
張
は
す
べ
て
捨
乗
し
て

録
し
て
い
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
｡
氏
は
こ
の
事
寛
に
よ
-
､
両
書

の
問
に
は

『
文
心
碓
龍
』

が
文
学
の

｢教
育
意
義
｣
と

｢赴
合
功

用
｣
を
重
ん
じ
て
い
る
の
に
対
し
て
､
『詩
品
』
は
文
筆
の
拝
惰
性

を
重
ん
じ
る
と
い
う

｢差
異
｣
が
存
在
し
て
い
る
と
断
定
し
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
な
文
学
観
の
相
異
を
同
じ
儒
家
思
想
を
源
と
し
て
い
る
か

ら
と
い
う
理
由
だ
け
で

｢程
度
的
差
異
｣
と
認
め
て
も
よ
い
も
の
だ

ろ
う
か
｡

文
学
に
封
す
る
観
鮎
を
重
蔵
す
る
な
ら
ば
､
｢性
善
説
｣

と

｢性
悪
説
｣
は
ど
の
封
立
が
存
在
す
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
が
'

如
何
で
あ
ろ
う
.

次
に
葡
氏
は
劉

･
鐘
の
'
屈
原
の
作
品
に
封
す
る
許
債
と
四
言
､

五
言
詩
に
封
す
る
見
方
を
比
較
し
､
そ
こ
に

｢程
度
的
差
異
｣
が
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡
つ
ま
-
劉
森
は

『
楚
辞
』
の
基
本
特
鮎

を

〝

杏
〃

と
見
な
し
､
〝
経
典
正
宗
〃

に
反
し
て
い
る
か
ど
う
か
を

秤
の
目
盛

-
と
し
て

『
楚
鮮
』
を
評
債

し
て
い
る
の
に
封
し
て
'
鍾

嘆
は

『楚
辞
』
の
基
本
特
鮎
を

〝
怨
〃

と
見
な
し
､
魂
譲
の
意
を
含
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ま
な
い
〝
凄
恰
之
怨
〃

を
以

っ
て

『
楚
軒
』
を
評
債
し
て
い
る
と
い

う
差
異
が
あ
る
と
解
し

て
い
る
｡
鐘
喋
は
､
や
は
-
､
｢経
世
致
用
｣

の
文
学
観
を
支
持
す
る
劉
蔀
と
異
な
る
拝
情
方
面

(怨
情
)
に
着
眼
し

た
許
債
を
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
｡
緯
い
て
劉
款
が
四
言
詩
を
正
鮭
､

五
言
詩
を
流
調
と
述
べ
て
い
る
の
に
対
し
て
､
鐘
楼
が
五
言
詩
を
高

-
評
債
し
､

｢状
物
拝
情
｣

に
最
も
有
利
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る

と
こ
ろ
に
も
差
異
が
存
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
｡

さ
ら
に
､
こ
れ
ら
の
思
想
の
差
異
か
ら
､
彼
ら
の
詩
の
性
質
に
封

す
る
規
定
も
違

っ
て
き
て
い
る
と
い
う
｡
す
な
わ
ち
､
鍾
喋
は

｢詩

是

〝
吟
詠
惰
性
〃

的
｣
と
見
な
し
､
劉
蔀
は

｢詩
者
ー
持
也
.
持
人

情
性
｣
と
認
識
し

て
い
る
｡
字
面
は
似
て
い
る
が
､
論
述
の
角
度
は

過
か
に
異
な

っ
て
い
る
.
劉
鉱
の

〟
挿
入
惰
性
〃

は
詩
の
教
果
面
か

ら
の
立
論
で
､
詩
は
人
々
の
感
情
を

〝
陶
錯
〃
す

る
も
の
と
認
め
る
､

い
わ
ば
客
観
的
な
社
合
致
果
を
強
調
す
る
見
方

で
あ
-
､

一
方
の
鍾

喋
の

〃
吟
詠
惰
性
〃

は
詩
の
感
受
､
創
作
面
か
ら
の
立
論
で
､
主
観

的
な
感
情
の
拝
顎
を

強
調
す
る
見
方
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
O

結
局
､
劉
謎
の
儒
家
思
想
は
鍾
喋
の
そ
れ
に
比
べ
て
濃
厚
で
あ

っ

た
か
ら
'
『
文
心
離
龍
』
は
文
筆
の

｢思
想
意
義
｣
と

｢社
合
致
用
｣

に
重
鮎
を
置
き
､
『
詩

品

』

は
拝
惰
性
に
重
鮎
を
置
-
と
い
-
特
色

を
星
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
と
言
う
｡
現
代
用
語
で
言
い
換
え
る
な

ら
ば
､
劉
鎚
は

｢文
学
的

〝
善
〃
｣
を
重
税
し
､

鍾
嘆
は

｢文
学
的

〝
芙
〃
｣

を
重
税
す
る
と
い
う
｢

差
異
｣
が
存
在
し
て
い
る
だ
け
で
'

根
本
的

対
立
は
存
在
し
な
い
と
結
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
諸
氏
は

め
-
ま
で
こ
れ
を

｢文
学
思
想
的
差
異
｣
に
過
ぎ
な
い
と
主
張
す
る

が
'
自
身
も

｢寛
際
上
論
逓
問
題
的
角
度
過
異
｣
と
断

っ
て
い
る
と

忠
-
､

互
に
相
嘗
隔
絶
す
る
文
学
観
が
存
在
す
る
以
上
､

｢対
立
｣

と
見
な
す
こ
と
も
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

つ
い
で
蒲
文
は
､
鍾

･
劉
の
文
学
思
想
の

｢差
異
｣
は
､
創
作
思

想
上
に
も
反
映
し
､
〃
用
事
〃

〃
聾
律
〃

に
封
す
る
態
度
に
お
い
て
､

賓
際
上
の

｢
不
同
｣
が
現
れ

て
い
る
と

言
う
｡
し
か
し
､
そ
の

｢
不

同
｣
に
論
及
す
る
前
に
､
ま
ず
こ
の
創
作
思
想
上
も
根
本
的
な

｢分

岐
｣
は
な
-
､
基
本
的
に
は

l
致
し
て
い
る
と
述
べ
､
雨
音
は
､
と

も
に
文
学
は
客
観
外
界
に
感
葦
し
た
心
室
の
産
物
で
あ
る
と
見
る
素

朴
な
唯
物
反
映
論
的
思
想
を
具
有
し
て
い
る
と
断
定
し
て
い
る
｡
そ

の
根
操
と
し
て

『
文
心
離
龍
』
の

｢春
秋
代
序
､
陰
陽
惨
野
､
物
色

之
動
､

心
亦
括
蔦
-
-
是
以
詩
人
感
物
､

聯
類
不
窮
｣

と

｢詩
品
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序
｣
の

｢束
之
動
物
､
物
之
感
人
､
故
揺
蕩
性
情
､
形
諸
舞
詠
｣
な

ど
を
奉
げ
て
い
る
が
､
こ
れ
だ
け
で
は
論
語
不
足
で
あ
る
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
｡
劉

･
鐘
は
そ
れ
ぞ
れ

｢客
観
外
界
｣
を
ど
の
よ
う
な

も
の
と
し
て
認
識
し
て
い
る
の
か
､
ま
た
具
鮭
的
に
は
ど
の
よ
う
な

形
で
心
室
を
感
車
す
る
と
み
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
を
分
析
検
討

し
て
こ
そ
､
は
じ
め
て
両
者
の
創
作
思
想
の
基
本
的

7
敦
に
つ
い
て

判
定
で
き
る
と
い
-
も
の
で
あ
る
｡
個
々
の

｢
不
同
｣
に
つ
い
て
述

べ
る
前
に
特
に
基
本
的

l
敦
を
課
-
の
は
､

｢差
異
｣

は
有
る
が
､

｢封
立
｣
は
存
し
な
い
と
い
う
持
論
を
強
固
に
し
て
お
-
目
的
で
あ

ろ
う
が
､
正
統
的
方
法
と
は
言
い
難
い
｡

具
鮭
的
な

｢
不
同
｣
に
関
し
て
は
､
諸
氏
は
〝

用
事
〃

の
み
を
取

-
上
げ
て
論
述
し
て
い
る
｡
劉
蔀
は

『
文
心
雅
龍
』
に

特
に

｢事

類
｣
篇
を
設
け
､
｢教
典
用
事
｣

の
必
要
性
を
運
べ
て
い
る
と
こ
ろ

を
見
る
と
､
用
事
に
反
封
し
て
い
な
い
が
､
鍾
喋
は

｢詩
品
序
｣
に

お
い
て

｢惰
性
を
吟
詠
す
る
｣
詩
に
は

｢直
尋
｣
が
最
適
で
､
用
事

は

｢自
然
英
旨
｣
を
損
な
う
も
の
と
し
て
反
対
し
て
い
る
｡
そ
れ
故
'

こ
こ
に
両
者
の
間
の

｢
不
同
｣
が
存
在
し
て
い
る
と
判
定
し
て
い
る
｡

し
か
し
､
ま
た
粛
氏
は

『詩
品
』
正
文
中
に
お
い
て
好
ん
で
多
-
の

祐

介

典
接
を
用
い
て
い
る
左
恩
や
謝
室
運
を
高
-
許
債
し
､
上
品
に
品
等

し
て
い
る
こ
と
か
ら
見
る
と
､
鍾
喋
は

一
般
的
に
用
事
に
反
対
し
て

い
る
の
で
は
な
-
､

｢
用
事
を
専
筒
し
､

ひ
た
す
ら
用
事
を
講
究
す

る
｣
こ
と
に
反
封
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
､
用
事

を
全
厳
し
な
い
と
い
-
方
面
で
は
､
両
者
に

｢異
中
之
同
｣
が
あ
る

と
判
断
し
て
い
る
.
基
本
的
に
劉
鹿
の
よ
う
に
創
作
方
法
と
し
て
積

極
的
に
採
用
す
べ
き
と
主
張
す
る
も
の
と
鍾
喋
の
よ
う
に
創
作
方
法

と
し
て
は
採
用
を
控
え
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
の
間
に
ど

う
し
て

｢異
中
之
同
｣
が
存
在
す
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

好
ん
で
典
操
を
用
い
た
左
恩
や
謝
蛋
運
を
高
-
評
債
し
た
の
は
､
言

う
ま
で
も
な
-
そ
の
用
事
を
許
債
し
て
の
こ
と
で
は
な
い
｡
二
人
は

多
-
の
典
操
を
用
い
て
も
､
才
高
き
が
故
に

｢自
然
英
旨
｣
を
損
な

う
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
高
-
許
債
し
た
の
で
あ
る
｡

も
-

1
つ
の

｢
不
同
｣
と
し
て
挙
げ
る

〝
撃
律
〃

に
関
し
て
は
､

奇
妙
な
こ
と
に

｢這
裏
就
不
細
論
｣
と
述
べ
､
言

及
を
避
け
て
い

る
｡
こ
こ
に
は
明
確
な

｢差
異
｣
が
あ
る
だ
け
に
､

｢封
立
｣
は
な

い
と
主
張
す
る
な
ら
ば
､
是
非
分
析
が
必
要
な
と
こ
ろ
で
は
な
か
ろ

う
か
｡
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次
に
斎
氏
は
､

劉

･
鐘
の
文
学
思
想
の
差
異
は
'

な
お
彼
ら
の

｢審
美
趣
味
｣
と

｢批
評
標
準
｣
方
面
に
も

｢分
岐
｣
を
も
た
ら
し

て
い
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
｡

劉
銀
の

｢審
美
趣
味
｣
に
関
し
て
は
､
『
文
心
維
龍
』

徴
聖
筈
の

｢然
則
聖
文
之
雅
麗
'
固
衝
撃
而
凧
貴
著
也
…
-
若
徴
聖
立
言
'
則

文
其
庶
央
｣
を
挙
げ
､
そ
れ
は
主
に

〃
雅
麗
〃

の
上
に
具
現
さ
れ
て

い
る
と
し
､
〝
雅
〃

と
は

〝
何
章
〃

で
､
儒
家

の
経
典
に
合

っ
た
充

資
し
た
思
想
感
情
と
内
容
を
有
し

て

い
る
こ
と
､
〃
寵
〃

と
は

〃
衝

撃
〃

で
､
｢華
美
堆
条
｣
の
文
才
を
有
し
て
い
る
こ
と
と
解
揮
し
て

い

る

｡

さ
ら
に
〟
雅
〃

は
思
想
内
容
に
属
し
'
具
性
的
に
は
､
〝
情

深
〃

〝
夙
清
〃

〝
事
信
〃

〃
義
直
〃

(
す
べ
て
宗
群
篇
)
の
如
-
表
現
さ
れ

て
い

る
も
の

で

あ
-
､

〝
麗
〃

は

語
言
形
式
に
属
し
､
具
醍
的
に
は

〝
膿
約
〃

〝
文
麗
〃

(
す
べ
て
宗

経
篇
)
の
如
-
表
さ
れ
て
い
る
も
の
で

あ
る
と
説

明
し
た

後
､
こ
れ
ら
が
劉
鎚
の
基
本
的
審
美
批
評
標
準
で

あ
る
と
断
定
し
て
い
る
｡

一
方
､
鍾
喋
の

｢審
美
趣
味
｣
に
関
し
て

は
､
諸
氏
は
､
鍾
嘆
が
五
言
詩
を
稀
質
し
て
'
｢是
衆
作
之
有
滋
味

者
也
｣
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
根
操
と
し
て
､
主
に

〝
滋
味
〃

と
い

う
観
念
に
具
現
さ
れ
て
い
る
と
判
定
し
'
〝
滋
味
〃

と
は
作
者

が
詩

歌
創
作
中
に
形
成
す
る

｢感
情
薙
蓄
｣
で
あ
る
と
同
時
に
､
読
者
が

詩
歌
鑑
賞
時
に
引
き
起
こ
す

｢感
情
激
動
｣
の
こ
と
で
あ
る
と
説
明

し
て
い
る
｡
さ
ら
に
は
､
鍾
蝶
は
こ
の
強
烈
な
感
動
を
引
き
起
こ
す

〃
滋
味
〃

を
形
成
す
る
要
素
と
し
て
､
具
鰻
的
に
は

〃
風
力
〃

と

〝
丹
采
〃

を
挙
げ
'
そ
の
必
要
性
を
主
張
し
て
い
る
と
認
め
､
こ
れ

こ
そ
が
鍾

嘆
の
基
本
的
な
審
美
批
評
標
準
で
あ
る
と
断
定
し
て
い
る
｡

以
上
の
分
析
の
結
果
､
劉
鎚
は

〝
情
深
〃
〝
風
清
〃

と

〃
鰻
約
〃

〝
文
麗
〃

を
､
鍾
嘆
は
〃
風
力

〝
と

〝
丹
采

〃

を
そ
れ

ぞ
れ
の
審
美

批
評
標
準

に
し
て
い
た
こ
と
は
理
解
で
き
る
が

'
こ
れ
だ
け
で
は
言

葉
の
上
だ
け
の

｢分
岐
｣
が
明
確
に
な
っ
た
だ
け
で
'
寛
質
的
に
は

両
者
の
間
に
ど
の
よ
-
な

｢分
岐
｣
が
あ
る
の
か
よ
-
分
か
ら
な
い
｡

と
-
に

〃
情
深
〃

と

〝
風
力
〃
'
〃
文
麗
〃

と

〝
丹
采
〃

に
は
相
似
鮎

が
多
い
よ
う
に
見

え
る
の
で
､
こ
れ
ら
の

滴
義
に
つ
い

て
入
念
に
検

討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡
諸
氏
は
さ
す
が
に
こ
の
鮎
に
気
づ
い
た
の

か
'
自
ら

｢甚
公
是

〝
風
力
〃
｣
と
設
問
し
た
後
'
分
析
検
討
を
試

み
て
い
る
｡
し
か
し
､
せ
っ
か

-
そ
の
滴
義
の
検
討
を
試
み
な
が
ら
､

そ
れ
が
た
だ

〃
風
力
〃

の
滴
義
に
限

っ
て
い
る
上
､
〝
風
力
〃

の
検

討
に
お
い
て
も
'
『文

心
離
龍
』
風
骨
篇
と
玩
籍

『首
陽
山
賦

』
の
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二
用
例
を
板
接
に
挙
げ
て
'
簡
単
に
｢
〝

風
力
〃

是
煉
慨
的
'
豪
壮

不
凡
的
感
情
｣
と
い
-
結
論
を
引
き
出
し
て
い

る

だ
け
に
終
わ
っ
て

い
る
の
は
'
少
々
説
得
力
に
放
け
る
憾
み
が
あ
る
｡

最
後
に
粛
文
は
､
劉

･
鍾
二
人
の
審
美
標
準
の
差
異
は
､
作
家
に

封
す
る
許
債
に
も

｢分
岐
｣
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
し
て
い
る
｡
鍾

喋
が
曹
植
を
最
高
に
据
え
､
曹
益
を
低
-
評
債
し
､
劉
櫨
を
王
粂
よ

-
高
-
評
債
し
て
い
る
の
は
'
彼
ら
の
詩
が
鍾
燦
の
要
求
す
る

〝
風

力
〃

と

〝
丹
采
〃

と
い
う
批
評
標
準
に
合
致
し
て
い
る
か
ら
で
あ
-
､

劉
銀

が
管
玉
を
必

ず
し
も
曹
植
よ
-
劣

っ
て
い
る
と
は
せ
ず
､
王
条

を
劉
禎
よ
-
優
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
の
は
､
か
れ
ら
の
詩
文
が
鍾

喋
の
要
求
す
る

〃
情
深
〃

〝
風
清
〃

と

〝
鮭
約
〃

〝
文
麗
〃

と
い
う
批

評
標
準
に
合

っ
て
い
た
た

め
で
あ

る
と
解
揮
し

て
い
る
｡

こ
の
よ
う

な
解
樺
は
､
劉

･
鍾
二
人
の
審
美
標
準
の
差
異
を
具
鮭
的
に
明
確
に

し
た
後
'
は
じ
め
て
提
出
で
き
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
を
等

閑
に
し
た
ま
ま
､
こ
の
よ
う
に
分
析
を
進
め
て
は
往
々
に
し
て
誤
解

を
導
き
出
し
易
い
｡
今
後
の

『詩
品
』
研
究
に
お
い
て
は
こ
の
鮎
に

留
意
し
て
検
討
を
進
め
て
い
-
こ
と
が
望
ま
れ
る
o

結
局
､
粛
論
文
は
､
劉

･
鐘
の
文
学
思
想
の
差
異
に
関
す
る
個
々

紹

介

の
問
題
に
つ
い
て
は
か
な
-
優
れ
た
見
解
が
見
ら
れ
る
も
の
の
､
全

鮭
と
し
て
は
､

｢封
立
｣
･
｢差
異
｣
･
｢不
同
｣
･
｢分
岐
｣

と
い
う
重

要
な
概
念
を
明
確
に
せ
ず
に
'
検
討
を
進
め
て
い
る
の
で
､
肝
心
の

根
本
的
封
立
は
存
在
し
な
い
と
い
う
結
論
に
疑
問
が
洩
る
結
果
に
終

わ
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡

二

中
国
の
学
術
界
で
は
'
中
国
古
典
文
学
は
今
や
中
国

1
図
の
文
化

遺
産
で
は
な
-
､
世
界
の
文
化
遺
産
で
あ
る
か
ら
'
中
国

一
園
の
研

究
成
果
に
の
み
注
目
し
て
研
究
を
進
め
る
の
で
は
な
-
､
世
界
的
蔵

野
に
立

っ
て
各
国
の
成
果
を
積
極
的
に
取
-
入
れ
､
虞
撃
に
検
討
す

る
姿
勢
が
必
要
で
あ
る
と
表
明
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
賓
際
に
個

別
の
問
題
を
具
性
的
に
究
明
す
る
に
際
し
て
は
'
単
純
に
理
論
ど
お

-
に
は
い
か
な
い
も
の
で
あ
る
｡
言
語
の
相
異
に
よ
る
理
解
の
困
難

さ
や
離
齢
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
､
心
理
面
に

お
い
て
も
重
大
な
問
題
が
膝
胎
し
て
い
る
よ
-
に
思
え
る
｡

一
九
八
二
年
に

《
文
蛮
理
論
研
究
》
(第
二
期
)
誌
上
に
掲
載
さ
れ

た

｢
日
本
学
者
｣
興
膳
宏
氏
の

｢(
文
心
離
龍
)

輿

(
詩
品
)
在
文
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撃
観
上
的
封
立
｣
は
､

中
国
学
術
界
に
大
き
な
反
饗
を
起
こ
し
た
と

い
う
｡
こ
の
こ
と
自
腹
は
'
上
記
の
表
明
ど
お
-
の
反
鷹
で
あ
-
､

中
国
文
学
研
究
費
展
の
上
で
は
非
常
に
有
益
な
こ
と
と
し
て
高
-
評

債
さ
れ
る
｡
し
か
し
､
中
国
の
各
研
究
者
の
興
膳
論
文
に
封
す
る
貴

際
の
反
鷹
を
見
る
と
､
必
ず
し
も
歓
迎
す
べ
き
面
ば
か
-
で
な
い
こ

と
が
分
か
る
｡
既
に
検
討
し
た
諸
華
柴
論
文
に
お
い
て
は
､
寛
質
的

に
は

｢対
立
説
｣
に
封
す
る
反
論
の
形
を
取
-
な
が
ら
､
対
立
説
を

唱
え
る
興
膳
論
文
を
ま

っ
た
-
無
税
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
'
疑
心
暗

鬼
か
も
知
れ
な
い
が
､
中
園
の
古
典
文
学
研
究
者
の
内
面
に
唯
我
濁

尊
を
誇
る
心
理
が
滞
在
し
て
い
る
こ
と
の
現
れ
で
は
な
い
か
と
危
供

さ
れ
る
｡
な
ぜ
な
ら
､

一
九
八

〇
年
以
降
の

『
詩
品
』
と

『
文
心
離

龍
』
の
文
学
観
の
異
同
に
つ
い
て
論
じ
た
論
文
は
下
記
の
如
-
十
笛

も
あ
-
な
が
ら
､
わ
ず
か
②

･
⑥

･
①
の
三
篇
を
除
い
て
は
､
蒲
華

柴
論
文
と
同
じ
-
興
膳
論
文
に
何
ら
言
及
す
る
と
こ
ろ
が
な
-
､
ま

っ
た
-
無
敵
す
る
姿
勢
を
取

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ
れ
で
は
先

述
の
各
図
の
研
究
成
果
を
取
-
入
れ
､
県
撃
に
検
討
し
よ
う
と
い
う

表
明
に
反
す
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
｡

①

劉
就
輿
鍾
喋
文
学
思
想
的
差
異

粛
華
紫

中
州
撃
刊

一

九
八
三
年
六
期

②

劉
就
輿
鍾
燦
文
学
観
封
立
説
商
権

部
園
卒

文
蛮
理
論
研

究

一
九
八
四
年
三
期

③

劉
親
和
鍾
喋
文
学
批
評
方
法
的
比
較

語
帆

学
術
月
刊

一
九
八
五
年
四
月
栗

④

徒

《
文
心
願
龍
》
､
《
詩
晶
》
的
局
限
性
看
時
代
風
気
封
文
学

批
評
的
影
響

張
明
非

鹿
西
師
範
大
学
報

一
九
八
六
年
三

期
⑤

鍾
喋

《
詩
晶
》
論
〝
奇
〃

王
達
照

光
明
日
報
(文
撃
退
産
)

一
九
八
六
年
七
月
二
十
九
日

⑥

文
心
離
寵
典
詩
品

呉
林
伯

文
心
離
龍
寧
刊
第
四
輯

一

九
八
六
年

二

一月

⑦

試
析
劉
鎚
興
鍾
喋
的
詩
論

漕
租
博

文
心
離
龍
撃
刊
第
四

輯

一
九
八
六
年

l
二
月

⑧

《
詩
品
》
的

〝
奇
〃

貿
樹
新

松
遼
寧
刊

一
九
八
八
年

三
期

⑨

鍾
嘆
詩
論
興
劉
就
詩
論
的
比
較

王
運
照

文
学
評
論

l

九
八
八
年
四
期

132



⑯

《
文
心
碓
龍
》
興

《
詩
品
》

南
克
坤

『
文
心
碓
龍
輿
詩

品
』

p
一
八
三
～
一
九
二

人
民
出
版
社

l
九
八
九
年

1
1
月

例
外
的
と
も
言
え
る
②

･
⑥

･
⑦
の
三
篤
は
､
斎
論
文
な
ど
と
異

な
-
､
確
か
に

｢対
立
説
｣
を
唱
え
る
興
謄
論
文
に
対
し
て
直
接
的

な
商
権
を
行

っ
て
い
る
｡
し
か
し
､
残
念
な
が
ら
､
こ
れ
ら
三
篇
の

論
文
に
も
､
最
初
か
ら
両
者
の
文
学
観
に
は
根
本
的
な
封
立
は
存
在

せ
ず
､
基
本
的
に

一
致
し
て
い
る
と
の
確
信
が
あ
-
､
そ
れ
を
前
面

に
押
し
立
て
て
対
決
す
る
よ
う
な
姿
勢
が
ほ
の
見
え
､
必
ず
し
も
率

直
に

｢封
立
説
｣
に
対
し
て
検
討
を
進
め
て
い
る
よ
う
に
思
え
な
い

ふ
し
が
あ
る
｡

②
の
鄭
園
平
論
文
は
､
ま
ず
興
膳
教
授
が
劉
銀
の
理
念
に
お
い
て

は
'
｢奇
｣

は
プ
ラ
ス
･
マ
イ
ナ
ス
両
面
を
併
せ
持

っ
て
い
た
が
､

鍾
喋
の
場
合
は
'

｢奇
｣

は
マ
イ
ナ
ス
の
側
面
を
持
た
な
い
と
見
な

し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
､
こ
れ
は
正
し
い
と
認
め
て
い
る
｡
し
か
し
'

さ
ら
に
興
膳
教
授
が

｢『愛
奇
』
と
い
え
ば
､

揚
雄
や
劉
蕊
の
語
桑

と
し
て
は
明
瞭
に
批
判
を
含
む
こ
と
ば
で
あ

っ
た
｡
そ
れ
は
い
う
ま

で
も
な
-
'
先
に
考
察
し
た
反
債
値
的
な
マ
イ
ナ
ス
の

『
奇
』
に
封

す
る
糾
弾
を
意
味
す
る
｡
と
こ
ろ
が
鍾
喋
に
お
い
て
は
､
全
-
正
反

解

介

封
に
'
『愛
奇
』
は
債
値
的
な
讃
辞
な
の
で
あ
る
O
｣
と
述
べ
､
こ
れ

を
鍾
喋
の
劉
鹿
に
封
す
る

｢強
烈
な
反
樺
｣
で
あ
る
と
認
め
､
｢対

立
説
｣
の
主
要
な
理
由
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
に
封
し
て
は
､
と
て

も

｢
同
意
｣
で
き
な
い
と
し
て
い
る
O

興
膳
論
文
の
よ
う
に
両
者
の

｢愛
奇
｣
の
用
例
を
根
嬢
に
劉
鹿
と

鍾
喋
の
間
に
対
立
が
存
在
す
る
と
言
う
な
ら
､
両
者
の

｢奇
｣
の
内

滴
が

l
致
し
て
い
る
こ
と
を
讃
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
､
こ
れ

は

｢
1
件
不
可
能
倣
到
的
事
｣
で
あ
る
か
ら
'
と
て
も
同
意
で
き
な

い
と
決
め
つ
け
て
い
る
｡

し
か
し
､
興
膳
論
文
が
こ
こ
で
と
-
た
て
て
両
者
の

｢奇
｣
の
滴

義
が

1
致
し
て
い
る
か
否
か
を
問
題
に
し
な
か
っ
た
の
は
､
お
そ
ら

-
そ
れ
以
前
に
す
で
に
両
者
の

｢奇
｣
の
滴
義
は
分
析
さ
れ
て
い
る

か
ら
､
こ
こ
で
は

｢愛
奇
｣
と
い
う
熟
語
の
対
立
的
な
用
い
方
の
み

を
問
題
に
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
確
か
に
鄭
氏
の

指
摘
す
る
と
お
-

｢愛
奇
｣
の

｢奇
｣
の
滴
義
を
問
題
に
し
て
検
討

し
た
方
が

｢封
立
説
｣
は
よ
-
明
確
に
な
る
だ
ろ
う
が
､
興
膳
論
文

は

､
部
氏
の
言
う
よ
-
に
こ
の

｢愛
奇
｣

の
用
例
だ
け
を

｢封
立

説
｣
の
主
要
な
理
由
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
､
率
直
に
論
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文
全
鰻
を
講
め
は
､

両
者
の

｢寄
｣
の
滴
義
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か

が
分
か
-
､
両
者
の
文
学
観
に

｢対
立
｣
が
存
在
す
る
と
い
う
主
張

も
自
ず
か
ら
理
解
で
き
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
｡
そ
の
意
味
で
､

都
民
が
興
膳
氏
の

｢愛
寄
｣
の
用
例
だ
け
を
取
-
出
し
て
､

｢封
立

教
｣
に
封
す
る

｢商
権
｣
を
行

っ
て
い
る
の
は
､

l
部
分
を
摸
大
し

て
全
鮭
と
み
る
誤
解
の
上
に
成
-
立

っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
｡
外
国
の
研
究
成
果
を
検
討
す
る
際
に
は
'
表
現
や
構
成
の
面
に

お
い
て
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
相
異
が
大
き
い
こ
と
が
あ
る
の
で
､
特
に
慎

重
に
封
虚
し
た
い
も
の
で
あ
る
｡

都
民
は
､
ま
ず
劉
蔀
の

｢奇
｣
は

｢
正
｣
と
相
対
す
る
概
念
で
､

主
に
文
学
作
品
の
形
式
と
風
格
方
面
の
問
題
を
指
し
､
肯
定

･
否
定

両
種
の
類
別
が
あ
る
と
指
摘
し
た
上
で
､
そ
れ
ぞ
れ

『
文
心
願
龍
』

中
の

｢奇
｣
の
用
例
を
分
析
し
て
､
次
の
よ
-
に
ま
と
め
て
い
る
｡

肯
定
類
的

〃
奇
〃

-

指
文
学
作
品
的
題
材
奇
偉
､
語
言
豊
富
､
詞

采
華
美
､
描
寓
新

頴
､
香
気
充
盈
這
様
優
鮎
｡

否
定
類
的

〃
奇
〃
=
表
現
在
思
想
内
容
方
面
就
是
偏
離
儒
家
正
道
｡

指
内
容
荒
誕
不
可
相
信
｡
指

一
種
径
深
奇
読
和
破
壊
追
詞
造
句
規

範
的
不
良
文
風
｡

さ
ら
に
鍾
喋
の

｢奇
｣
に
封
し
て
は
'
王
巾

･
下
彬

･
下
線
評
や

事
類
詩
に
封
す
る
批
評
な
ど
の
用
例
を
分
析
し
'
『
詩
品
』
の

｢寄
｣

は
'
『
文
心
離
龍
』
の
よ
う
に

｢正
｣
と
相
封
す
る
概
念
と
し
て
表

現
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
､
｢平
｣
と
鮮
明
な
対
照
を
形
成
し
､
｢平
淡

無
奇
｣
の

｢奇
｣
の
意
味
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
判
定
し
､
そ
の
特

鮎
は

｢詩
意
不
凡
'
表
現
新
巧
､
筆
勢
雄
奇
､
語
言
明
快
｣
で
あ
る

と
解
揮
し
て
い
る
｡
ま
た
､
陸
概
評
の

｢尚
規
矩
､
不
貴
給
錆
､
有

傷
直
致
之
奇
｣
か
ら
も
分
か
る
よ
-
に
､
鍾
燦
は
詩
中
に

｢新
を
求

め
奇
を
謀
ら
ん
｣
と
す
れ
ば
t

l
方
で
は
作
詩
の
規
範
に
従
い
､

1

万
で
は
過
分
に
規
短
に
拘
泥
し
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し

て
い
る
と
述
べ
て
い
る
.

以
上
の
分
析
の
結
果
'
鍾
燦
の
言
う

｢奇
｣
と
劉
鉱
の
首
定
義
の

｢奇
｣
は
意
味
が
比
較
的
接
近
し
て
お
-
､
と
も
に
新
撃
と
滞
創
精

神
を
鮭
現
し
て
い
る

｢奇
妙
之
作
｣
に
封
す
る
稀
蟹
と
肯
定
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
｡
し
か
し
'
鐘
嘆
の

｢愛
奇
｣
の
具
鰻
的
な
指
向
中

に

は

､

決
し
て
劉
鎚
の
否
定
義
の

｢奇
｣
､

つ
ま
-

｢偏
離
儒
家
正

道
的
思
想
｣

｢荒
誕
不
経
的
内
容
｣
は
含
ま
れ
て
い
な
い
L
t
劉
蔀

が
努
め
て
糾
弾
矯
正
を
加
え
よ
う
と
し
た
あ
の

｢軒
人
愛
奇
､
富
貴
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浮
読
'
飾
羽
尚
書
､
文
繍
輩
幌
｣
と
い
う

｢淫
濫
奇
読
｣
の
文
風
と

鍾
燦
の
言
う

｢奇
｣
と
は
旨
趣
が
相
異
し
て
い
る
と
判
定
で
き
る
｡

こ
の
こ
と
は
､
『
詩
品
』
中
の

｢奇
｣
と

『
文
心
願
龍
』
中
の
否
定

義
の

｢奇
｣
と
は
封
立
を
形
成
せ
ず
､
蓮
に
そ
の
昔
定
義
の

｢奇
｣

に
近
い
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
と
し
た
上
で
､
彼
ら
の
見
方
は
真
際

上
､
大
同
小
異
で
､
基
本
的
に

一
致
し
て
お
-
､
鍾
喋
が

｢奇
｣
の

問
題
上
､
劉
鹿
に
封
し
て

｢強
烈
に
反
覆
｣
し
て
い
る
こ
と
は
な
い

と
断
定
し
て
い
る
｡

｢愛
奇
｣
の

｢奇
｣
の
内
滴
が

l
致
す
れ
ば
､
劉
鎚
は
こ
れ
に
反

対
し
､
鍾
喋
は
柄
賀
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
､
明
ら
か
に
封
立
で

あ
る
が
'
不

一
致
な
ら
ば
ー
劉
鉱
の
反
対
す
る
も
の
と
鍾
喋
の
栴
質

す
る
も
の
は
同

一
対
象
に
属
さ
な
い
か
ら
､
対
立
と
稀
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
い
う
部
氏
の
観
鮎
は
確
か
に
そ
の
と
お
-
で
あ
る
が
､

『
文
心
離
龍
』
に
お
け
る

｢奇
｣
は
､
興
謄
論
文
が

｢循
環
小
数
の

よ
う
な
割
-
き
れ
な
さ
を
特
徴
と
す
る
｣
と
断

っ
て
い
る
よ
う
に
'

必
ず
し
も
敢
然
と
分
数
で
き
な
い
要
素
を
内
包
し
て
い
る
の
で
､
邸

氏
の
如
-
､
単
純
に

『
文
心
碓
龍
』
の

｢奇
｣
を
肯
定

･
否
定
の
二

義
に
載
然
と
分
類
し
て
検
討
を
す
す
め
､
簡
単
に
封
立
は
存
在
し
な

紹

介

い
と
結
論
す
る
の
は
早
計
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
興
謄
論
文
の
如
-
'

｢愛
寄
｣
と
い
う
熟
語
の
形
の
ま
ま
両
者
の
用
例
を
比
較
検
討
す
る

方
法
も
単
純
に
否
定
で
き
な
い
面
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

邸
論
文
は
さ
す
が
に
上
述
の
分
析
だ
け
で
は
な
お
結
論
に
不
安
定

さ
を
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
､
さ
ら
に

(
一
)
劉
就
否
定
義
的

〃
奇
〃

也
是
鍾
喋
批
評
的
封
象

(二
)
劉
就
興
鍾
燦
都
重
蔵
雅
正
と
い
う
二

鮎
か
ら
琵
明
を
加
え
て
い
る
｡

(
一
)
に
つ
い
て
は
､
『詩
品
』

の
飽
照

･
恵
休

･
張
融
等
の
評

語
中
に
と
-
に
よ
-
反
映
し
て
い
る
と
し
て
'
そ
れ
ぞ
れ
の
評
語
を

挙
げ
て
分
析
し
て
い
る
｡
ま
ず
､
飽
照
候
に
お
い
て
彼
の
詩
が

｢絶

四
家
而
桓
美
､
跨
両
代
而
孤
出
｣
と
高
-
評
債
さ
れ
な
が
ら
､
中
品

に
品
等
さ
れ
て
い
る
主
な
原
因
は
'
績
い
て

｢然
貴
簡
巧
似
､
不
避

危
伏
､
頗
傷
清
雅
之
調
O
故
言
険
俗
者
'
多
以
附
照
O
｣
と
批
評
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
､
飽
照
詩
が

｢備
巧
求

俗
｣
に
過
ぎ
へ
｢清
雅
之
詞
｣
と
抵
梧
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
解

揮
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
つ
ま
-
鍾
喋
が

｢雅
調
｣
を
維
持
す
る
立
場

に
立

っ
て

｢険
俗
｣
に
対
し
て
糾
弾
を
進
め
て
い
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
.
こ
の
鍾
喋
の
立
場
と
劉
蔀
の

｢若
夫
艶
歌
腕
襲
.
怨
志
諌
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(
1
作
訣
)
稚
,

淫
尉
在
曲
I

正
賓
葛
生
～

(中
略
)
詩
聾
倶
邸
.

自
此
階
臭
｡｣
(楽
府
篇
)
と
い
う
批
評
と
を
対
照
し
て
み
る
と
､
両
者

の
観
鮎
は
宜
質
的
に

一
致
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
明

し
て
い
る
｡
つ
い
で

『詩
品
』
の
意
休
評
を
挙
げ
'
こ
こ
に
は
鍾
喋

の
淫
廉
な
詩
風
に
封
す
る
極
度
の
不
満
が
現
れ
て
い
る
と
解
い
た
上
､

達
磨
な
詩
風
は
ま
た
常
に

『
文
心
願
龍
』
の
攻
撃
す
る
封
象
で
も
あ

っ
た
と
述
べ
て
い
る
O

張
融
に
関
し
て
は
､

｢門
律
自
序
｣
に
世
人

が
彼
の
文
鰻
に
批
判
を
加
え
た
こ
と
に
封
し
て

｢夫
文
豊
有
常
鮭
,

但
以
有
線
馬
常
､
･-
･･･丈
夫
督
制
詩
書
､
制
鰻
栗
.
何
至
因
循
寄
人

蔀
下
｣
と
答
え
て
い
る
こ
と
や
南
弊
害

(張
融
侍
)
に
臨
終
の
際
に
子

孫
に
対
し
て

｢吾
文
鰻
英
絶
,
襲
而
屡
奇
｣
と
い
う
よ
-
に
述
べ
て

い
る
こ
と
な
ど
を
板
接
と
し
て
挙
げ
､
張
融
は

｢標
新
立
異
｣
の
勇

気
を
持
ち
､
自
ら

｢奇
｣

と
呼
ぶ
'
侍
統
か
ら
離
脱
し
た
､
自
由
な

文
鮭
を
追
求
す
る
特
色
を
持

っ
て
い
た
と
分
析
し
て
い
る
｡
鍾
燦
は

そ
の
よ
う
な

｢寄
｣
を
主
張
す
る
張
融
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
-
､

彼
を
下
品
に
品
等
し
て

｢粁
緩
誕
放
､
有
重
文
鮭
｣
と
強
-
批
判
し

て
い
る
｡

l
方
､
劉
説
も
通
襲
篤
に

｢望
今
制
寄
､
参
古
定
法
｣
の

原
則
を
提
出
し
､
文
学
の
襲
展
が

｢徒
質
及
靴
､
禰
近
禰
淡
｣
と
な

っ
て
い
る
の
は
､
文
人
が

｢競
今
疏
古
,
風
味
気
衰
｣
と
な
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
､
明
ら
か
に

｢求
奇

的
創
作
傾
向
｣
を
強
-
糾
弾
し
て
い
る
と
言
え
る
｡
こ
れ
ら
の
こ
と

は
み
な
鍾
嘆
と
劉
蔀
の
指
向
が

1
致
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
て
い

る
と
結
論
し
て
い
る
｡
た
だ
､
劉
款
の
否
定
義
の

｢奇
｣
の
指
向
範

囲
は
鍾
喋
の
そ
れ
に
比
べ
て
虞
い
と
い
-
こ
と
は
あ
る
け
れ
ど
も
'

そ
れ
を
両
人
の
文
学
観
念
の

｢根
本
的
封
立
｣
と
見
る
こ
と
は
不
可

能
で
あ
る
と
断
定
し
て
い
る
｡

し
か
し
､

以
上
の
三
人
に
封
す
る
鍾
喋
の
批
評
に
は
'

確
か
に

｢貴
簡
巧
似
'
不
避
危
抗
｣
･
r険
俗
｣
な
ど
と
い
-
批
判
的
な
表
現

は
見
ら
れ
る
も
の
の
､

｢奇
｣
字
を
用
い
た
批
判
的
な
表
現
は
全
-

見
ら
れ
な
い
上
､
邸
氏
は
初
め
に
鍾
喋
の

｢奇
｣
に
は
栴
質
の
義
し

か
存
在
し
な
い
と
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
､
こ
れ
を
根
接
に
鍾

喋
も
劉
鎚
の
否
定
す
る

｢奇
｣
に
批
判
的
で
あ

っ
た
と
認
定
す
る
こ

と
は
は
な
は
だ
難
し
い
と
言
え
よ
う
｡

(二
)
に
つ
い
て
は
'

｢能
関
学
義
正
､
昭
明
有
融
｣
(宗
経
篇
)

な
ど
を
畢
げ
て
､
劉
鎚
は
第

l
に
儒
家
の
経
典
を

｢
〝
正
文
〃

的
最

高
典
範
｣
と
認
め
'
各
文
鮭
の
文
章
に
対
し
て

｢正
｣
の
要
求

を
提
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出
し
て
い
る
と
判
定
し
た
上
で
'
具
膿
的
に
は
､
屈
原
作
品
の
持
つ

｢規
訊
之
旨
｣
(排
騒
篇
)
や
毒
孟
詩
の
具
有
す
る

｢
匡
正
之
義
｣
(明

詩
篇
)
の
如
き
､
｢訊
諌
｣
作
用
を
含
有
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と

主
張
し
て
い
る
と
説
明
を
加
え
て
い
る
O

さ
ら
に
都
民
は
､
『
文
心

離
龍
』
中
に
お
い
て
作
家
が

｢聖
文
雅
麗
｣
(徴
聖
篇
)
を
学
ん
で
こ

そ
､

｢
不
同
の
文
髄
｣
の

｢本
采
｣
(定
勢
篇
)
が
草
揮
で
き
る
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
､
劉
鉱
は

｢正
｣

こ
そ
が
肯
定
義
の

｢奇
｣
を
導
-

｢主
帥
｣
で
あ
る
か
ら
､
作
家
に
は
営
然

｢奇
を
酌

み
て
､
其
の
虞

(
一
作
貞
'
適
正
)
を
失
は
ず
｣
(耕
騒
篇
)
と
い
う
こ

と
を
要
求
し
て
い
る
と
解
樺
し
て
い
る
｡

1
万
､
鍾
嘆
の
方
は
'
劉
款
の
よ
う
に

｢正
｣
を
強
調
し
て
は
い

な
い
が
'
｢雅
｣
を
非
常
に
重
税
し
て
い
る
O
こ
の

｢雅
｣
と

｢正
｣

と
は
､

｢文
学
批
評
術
語
｣
と
し
て
は
､

そ
の
滴
義
に
大
差
は
な
い
｡

こ
の
よ
う
に
判
定
し
た
上
で
､
都
民
は
鍾
喋
の

｢雅
｣
を
重
蔵
し
て

い
る
と
見
ら
れ
る

｢情
乗
雅
怨
｣
(上
品
曹
植
評
)
･
｢洋
洋
乎
合
干
風

雅
｣
(上
品
院
籍
評
)
･
r拓
鮭
淵
雅
､
得
闘
士
之
風
｣
(中
品
任
妨
評
)

以
下
の
五
例
及
び

｢風
｣

｢雅
｣
に
連
な
る

｢説
諭
｣
を
栴
賛
し
て

い
る

｢文
典
以
怨
'
頗
馬
精
切
､
得
説
諭
之
致
｣

(上
品
左
思
評
)
･

紹

介

｢
平
叔
鴻
鵠
之
篤
､
風
規
見
臭
｣
(中
品
何
畳
詐
)
以
下
の
三
例
を
挙

げ
る
と
と
も
に
､
｢雅
｣
に
符
合
し
な
い
詩

(こ
れ
を

｢奇
｣
と
見
て
い

る
)
に
対
し
て
不
満
を
表
明
し
て
い
る
飽
照
評

｢頗
傷
清
雅
之
調
｣

や
稚
康
評
を
挙
げ
､
こ
れ
を
根
操
と
し
て
､
鍾
喋
は

｢雅
｣
を
主
と

し
､

｢奇
｣

を
こ
れ
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
思
想
を
持

っ
て
い
た
と
断

定
し
て
い
る
｡
つ
ま
-
鍾
喋
は
確
か
に

｢奇
｣
を
稀
遺
し
た
け
れ
ど

も
､
そ
れ
は
あ
-
ま
で

｢雅
｣
の
制
約
を
受
け
て
い
た
と
言
う
わ
け

で
あ
る
｡

そ
れ
故
､
鍾
嘆
の

｢寄
｣

｢雅
｣
に
封
す
る
虞
遇
の
仕
方

は
'
劉
鎚
の

｢奇
｣

｢正
｣
に
封
す
る
そ
れ
と
相
似
し
て
い
る
か
ら
､

両
者
の
観
鮎
は
基
本
的
に

一
致
し
て
い
る
と
結
論
し
て
い
る
｡

し
か
し
､
鍾
燦
と
劉
蔀
の

｢奇
｣
に
対
立
的
観
鮎
が
存
在
す
る
か

否
か
を
検
討
し
て
い
る
時
に
､
具
性
的
に

『
詩
品
』
･
『
文
心
願
龍
』

中
の

｢雅
｣
･
｢正
｣
の
内
包
す
る
意
義
を
詳
細
に
分
析
検
討
す
る
こ

と
も
な
-
､
い
き
な
り

｢雅
｣
と

｢
正
｣
の

｢文
学
批
評
術
語
｣
と

し
て
の
滴
義
を

｢没
有
多
大
差
別
｣
と
す
る
前
提
は
少
々
乱
暴
に
す

ぎ
る
｡
都
民
の
畢
例
中
に
お
い
て
す
ら

｢雅
怨
｣
と

｢風
雅
｣
な
ど

に
す
で
に
滴
義
上
､

｢多
大
差
別
｣

が
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
｡
ま
し
て
両
書
中
の

｢雅
｣
･
｢正
｣
の
滴
義
に
至
っ
て
は
言
う
ま
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第
四
十
五
冊

で
も
な
か
ろ
う
｡

ま
た
､

鍾
喋
が

｢雅
｣
に
符
合
し
な
い
も
の
に
封

し
て
批
判
的
で
あ

っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
､

｢雅
｣

に
符
合
し

な
い
も
の
を
直
ち
に

｢奇
｣
に
結
び
付
け
る
の
は
何
ら
根
接
の
な
い

猪
断
に
過
ぎ
な
い
｡

結
局
､
鄭
論
文
は
､
心
理
上
の
壁
を
乗
-
越
え
て
､
果
敢
に
外
国

の
論
文
で
あ
る

｢封
立
説
｣
に
封
し
て
商
権
し
て
い
る
鮎
は
高
-
秤

債
で
き
る
が
､
惜
し
い
こ
と
に
論
語
性
に
お
い
て
赦
密
さ
を
放
い
て

い
る
憾
み
が
あ
る
と
言
え
よ
-
0

三

呉
林
伯
氏
の

｢文
心
離
龍
興
詩
品
｣
は
､
興
膳
氏
の

｢封
立
説
｣

に
封
し
て
鄭
文
以
上
に
徹
底
し
た
反
論
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
｡
元

来
､
呉
氏
は
'
『
詩
品
』
は
基
本
的
に

『
文
心
願
龍
』
の
影
響
を
受

け
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
だ
け
に
､
こ
れ
に
相
反
す
る
｢対
立
説
｣

に
は
猛
烈
な
反
登
を
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
0
興
膳
論
文
の
挙
げ
る
主

要
な
板
操
は
勿
論
の
こ
と
､
｢現
象
面
で
の
対
立
に
す
ぎ
な
い
｣
と
断

っ
て
い
る
細
か
い
問
題
に
関
し
て
も

一
々
反
論
を
加
え
､
劉

･
鐙
の

間
に
は
全
-
封
立
関
係
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
を
論
謹
し
ょ
う
と

努
め
て
い
る
｡

ま
ず
興
膳
論
文
が

『
文
心
離
龍
』
明
詩
篇
の

｢若
夫
四
言
正
隆
'

(中
略
)
五
言
流
調
､
(後
略
)｣
と

｢詩
品
序
｣
の

｢
四
言
文
約
意
贋
､

(中
略
)
故
世
学
習
蔦
｡
五
言
居
文
詞
之
要
､
是
衆
作
之
有
滋
味
者
也
｡

(後
略
)｣
を
引
用
し
て
､
四
言
､
五
言
詩
に
封
す
る
両
者
の
観
鮎
に
現

象
的
な
封
立
面
が
見
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
の
に
封
し
て
､
県
民
は

劉
蔀
が
四
言
を
正
隆
､
五
言
を
流
調
と
表
現
し
て
い
る
の
は
､
四
言

を

｢
至
高
無
上
､

1
成
不
襲
｣
の
正
し
い
詩
型
と
見
な
し
'
流
詞
の

五
言
よ
-
高
-
許
債
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
-
､
詩
経
の
正
鮭
で

あ

っ
た
四
言
が
演
化
し
て
五
言
の
流
調
に
進
歩
糞
展
し
て
い
っ
た
詩

の
葦
展
史
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
解
樺
し
て
い
る
O
そ
れ
故
'
劉

鎚
は

｢後
生
的
五
言
｣

を

四
言
よ
-
優
れ
て
い
る
と
見
て
い
た
の
は

言
-
ま
で
も
な
-
､
ま
た
四
1111H
t
五
言
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
を

以
っ
て
後
代
の
作
者
に
栄
養
を
興
え
た
と
見
な
し
て
い
た
の
で
あ
る

と
言
う
｡

一
万
㌧
上
記
の

｢詩
品
序
｣
の
記
述
は
､
こ
の
劉
蔀
の
見

解
を
鮭
承
頚
展
さ
せ
､
五
言
は
表
現
力
に
お
い
て
四
言
よ
-
も
強
力

で
あ
る
か
ら
､
多
-
の
詩
型
中
で
最
も
滋
味
を
有
し
､
流
俗
に
適
合

す
る
も
の
に
襲
展
し
て
い
っ
た
こ
と
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
と
解

138



揮
す
べ
き
で
あ
る
と
言
う
｡
も
し
､
本
皆
に
こ
の
よ
-
に
解
碍
で
き

る
な
ら
､
鍾
喋
は
ま
と
も
に
劉
茄
の
見
解
を
継
承
し
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
､
言
う
ま
で
も
な
-
'
｢封
立
｣
な
ど
存
在
す
る
は
ず
が
な
い
｡

し
か
し
'
こ
の
解
樺
は
括
信
し
難
い
｡
な
ぜ
な
ら
､
呉
氏
は

｢
四

言
正
隆
｣

｢
五
言
流
調
｣

が
詩
型
登
展
の
歴
史
を
述
べ
た
も
の
で
あ

る
と
解
滞
す
る
第

一
の
板
接
と
し
て
､
劉
劫
が
通
襲
請
に
お
い
て
文

章
は
時
に
障

っ
て
奨
化
し
て
こ
そ
､
は
じ
め
て
通
行
L
t
生
命
力
を

有
つ
こ
と
が
で
き
る
と
強
調
し
て
い
る
こ
と
と
同
時
に
､
こ
の
種
の

襲
化
は
循
環
す
る
も
の
で
な
-
､
進
歩
す
る
も
の
と
す
る
封
縛
篇
の

｢
日
々
に
其
の
乗
を
新
た
に
す
る
者
は
､
必
ず
前
轍
を
超
え
ん
｣
と

い
う
記
述
を
挙
げ
て
い
る
｡
し
か
し
な
が
ら
通
奨
篇
は
全
鰻
を
見
る

と
､
停
銃
を
正
し
-
継
承
し
て
こ
そ
､
は
じ
め
て
襲
草
が
あ
-
得
る

こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
-
､
決
し
て
単
に
時
に
障

っ
て
襲
化
す

る
こ
と
を
進
歩
と
認
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
だ
か
ら
同
じ
通
襲

篇
に
黄
帝
よ
-
宋
ま
で
の
歴
代
の
詩
歌
を
顧
み
て
後
､
｢質
徒
-
靴

に
及
び
､
涌
よ
近
-
し
て
禰
よ
渡
し
｡
何
と
な
れ
ば
則
ち
今
を
競
い

て
古
え
を
疎
ん
じ
'
風
の
末
は
気
衰
え
た
れ
ぼ
な
-
｡
｣

と
述
べ
て

い
る
の
で
あ
る
.
ま
た
封
縛
篇
の
記
述
も
､
す
べ
て
封
帝
の
文
に
限

紹

介

定
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
-
､
ま
っ
た
-
詩
型
の
進
歩
に

は
関
連
し
て
い
な
い
o
呉
論
文
に
は
こ
の
よ
う
な
断
章
取
義
的
板
嬢

に
操
る
反
論
が
目
立
つ
｡
反
論
す
る
際
に
は
確
か
に
細
部
の
綿
密
な

検
討
は
必
要
で
あ
る
が
､
そ
の
前
に
ま
ず
大
鮭
の
方
向
性
を
把
握
す

べ
-
､
全
鰻
を
概
観
し
て
お
-
こ
と
が
肝
要
で
あ
ろ
-
｡

次
に

｢寄
｣
の
問
題
を
取
-
上
げ
て
反
論
し
て
い
る
が
､
『詩
晶
』

と

『
文
心
願
龍
』
中
の

｢奇
｣
字
の
用
例
を
簡
単
に
分
析
し
た
上
で
､

ご
-
あ

っ
さ
-
と

｢漢
語
往
往

一
字
多
義
ー
《
文
心
願
龍
》
用

〝
奇
〃

字
的
目
的
I
而
有
五
種
滴
義
,
乗
褒
定
而
両
之
｡
《
詩
晶
》
用
〝

奇
〃

字
的
目
的
只
有
褒
義

一
種
｡

如
果
鍾
喋
男
有
指
斥
的
目
的
ー

而
用

〝
奇
〃

字
,

l
定
合
有
定
義
｡
不
能
以

《
文
心
離
龍
》
興

《
詩
晶
》

〝

奇
〃
字
滴
義
的
多
寡
'
同
異
.
決
定
雨
書
的

〝
対
立
〃
｡
｣
と
説
明

し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
｡
こ
の

｢奇
｣
の
問
題
は
輿
謄
論

文
の
核
心

を
な
す
も
の
で
あ
る
故
､
虞
肇
に

『
封
立
説
』
に
反
論
す
る
の
な
ら
､

せ
め
て
郎
氏
程
度
の
分
析
が
必
要
で
あ
ろ
-
｡
こ
れ
で
は
議
論
が
か

み
合
わ
な
い
ま
ま
終
わ
っ
て
い
る
と
断
定
し
て
も
過
言
で
は
な
い
｡

つ
づ
い
て
呉
氏
は
､

｢封
立
説
｣
が
楚
辞
と
経
書
の
本
質
的

｢対

立
｣
を
説
い
て
い
る
と
し
て
反
論
し
て
い
る
が
､
こ
れ
も
ま
た
的
外
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第
四
十
五
放

れ
で
'

ま
っ
た
-
議
論
が
か
み
合

っ
て
い
な
い
｡

｢対
立
説
｣
に
は

｢『
楚
辞
』
は
た
し
か
に
経
書
と
は
異
質

の
要
素
を
持

つ
｡
｣
と
か

｢両
者
の
問
に
本
質
上
の
相
違
が
あ
る
｣
な
ど
と
い
う
表
現
が
あ
る

こ
と
は
あ
る
が
､
｢劉
憩
の
論
理
で
は
､
『楚
酔
』
は

『
典
語
の
鰹
』

『
規
親
の
旨
』
『
比
興
の
義
』
『
忠
怨
の
鮮
』
と
い
う
詩
経
的
な
正
統

性
を
踏
ま
え
て
い
た
た
め
に
､
豊
か
な
猪
創
性
の
あ
ふ
れ
る
文
撃
た

-
え
た
｡
つ
ま
-
先
に
あ
げ
た
四
つ
の
反
債
値
的
異
端
の
要
素
を
内

包
し
な
が
ら
も
､
全
鮭
と
し
て
は
プ
ラ
ス
の

『
奇
』
と
し
て
許
債
し

え
た
｡
｣

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
､

こ
れ
は

決
し
て
楚
辞
と
経
書
の
本
質
的

｢封
立
｣
を
説
い
た
も
の
で
は
な
い
｡

ま
た
呉
氏
は
､
楚
軒
に
お
い
て
は
人
生
は
必
ず

｢賢
を
挙
げ
能
に
授

-
｣
も
の
と
認
め
ら
れ
て
い
る
が
､
こ
れ
は
経
書
の

｢選
賢
輿
能
｣

(戴
聖

《薩
記
･
蔭
運
》)
｢推
賢
譲
能
｣
(備
蓄
･
周
官
)
と
い
う
意
と
相

同
じ
で
あ
る
な
ど
の
根
操
を
畢
げ
､

｢楚
軒
的
本
質
要
素
I
都
根
源

干
経
書
的
本
質
要
素
,

不
存
在
〟

対
立
〃
｣
と
述
べ
て
い
る
｡

し
か

し
､
こ
こ
で
は
劉
劫
が
楚
群
を
ど
の
よ
う

に
見
て
い
た
か
が
問
題
で

あ

っ
て
'
寛
際
楚
酢
の
本
質
要
素
が
経
書
と
同
じ
で
あ
る
か
否
か
が

直
接
的
な
問
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
､
い
-
ら
楚
酢
と
経
書
の

相
同
の
事
例
を
挙
げ
て
も
､
第
二
義
的
な
意
味
し
か
持
た
ず
､
か
え

っ
て
興
膳
論
文
の
論
難
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
｡
そ
れ
の
み
な

ら
ず
､
興
膳
氏
が

｢劉
銀
の
好
ま
し
-
思
わ
ぬ
異
端
の
要
素
｣
と
し

て
挙
げ
て
い
る

｢論
具
之
軒
｣
｢講
怪
之
談
｣
｢洞
狭
之
志
｣
｢荒
淫

之
意
｣
四
郎
に
封
し
て
も
'
呉
氏
は

｢甚
久
〃
読
異
之
鮮
〃
'
〟
講
怪

之
談
〃
I
都
是
蛮
術
的
虚
構
.
如

《
詩
経

･
貌
風

･
碩
鼠
》

的
作
者

所
向
徒
的

〝
楽
園
〃
､
内
大
雅

･
后
頑
》
的
作
者
所
歌
頭
的
后
頑
初

生
的
巽
異
是
也
｣
な
ど
を
根
接
と
し
て
挙
げ
､
こ
れ
ら
は
み
な
経
書

に
本
来
有
る
も
の
だ
か
ら
､
経
書
の
本
質
要
素
に
合
致
す
る
と
分
析

し
､
劉
銀
が

｢異
乎
経
典
｣
(析
騒
篇
)
と
す
る
の
は
誤
解
で
あ
る
と

断
定
し
て
い
る
.
し
か
し
､
劉
鎚
の
誤
解
で
あ
る
に
せ
よ
な
い
に
せ

よ
､
こ
の
場
合
は
劉
鎚
の
楚
酢
に
封
す
る
見
方
が
問
題
で
あ
る
の
で

あ
る
か
ら
､
こ
の
よ
う
な
分
析
は
見
普
外
れ
の
誘
-
を
免
れ
ら
れ
な

い
だ
ろ
う
｡

呉
氏
は

｢封
立
説
｣
が
本
論
に
入
る
前
に
ご
-
簡
単
に
解
れ
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
両
者
の

｢音
韻
の
理
論
｣
や

｢典
故
使
用
｣
に
お
け

る

｢
明
瞭
な
封
時
｣
問
題
に
封
し
て
も
か
な
-
詳
細
な
反
論
を
加
え

て
い
る
｡
し
か
し
､
典
故
問
題
に
関
し
て
は
､
｢我
僧
細
玩

《
事
類
》
,
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就
知
道
鏡
喋
的
用
典
理
論
権
輿
干
劉
就
｡
｣
と

い
う
武
断
的
な
結
論

に
少
々
相
異
す
る
と
こ
ろ
が
見
ら
れ
る
も
の
の
､
基
本
的
に
は
上
述

の
蒲
華
柴
論
文
と
ほ
と
ん
ど
襲
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
.
藷
華
条
論
文

が
避
け
て
論
述
し
な
か
っ
た

｢音
韻
の
理
論
｣
に
封
し
て
は
'
県
民

は

｢詩
品
序
｣
(聾
律
に
封
す
る
見
解
を
述
べ
た

｢中
品
序
｣)
を
畢
げ
て
'

直
ち
に

｢我
僧
詳
審
鍾
嘆
的
這
番
論
述
.

没
有
任
何
理
由
説
や
]興

《
文
心
離
龍
》
的

《
聾
律
》
篇
旨
義

〝
封
崎
〃
｡
｣
と
か
な
-
大
腰
に

結
論
を
下
し
､
そ
の
後
に
論
護
を
展
開
し
て
い

る
o
こ
の
い
き
な
-

｢我
僧
詐
審
｣
と
い
う
こ
と
で
結
論
を
下
す
究
明
法
に
は
､
多
少
の

違
和
感
が
感
じ
ら
れ
る
｡
呉
氏
の
こ
の
論
文
は
徹
頭
徹
尾
興
膳
論
文

に
反
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
､

｢我
僧
詳
審
｣

と
い
-
表
現
は
､

外
国
人
に
は
分
か
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
､
中
国
人
で
あ
る

｢我

我
｣
が
詳
細
に
審
査
す
る
と
直
ち
に
知
覚
で
き
る
と
い
う
意
味
に
な

-
か
ね
な
い
.
そ
れ
で
は
中
国
古
典
文
学
の
世
界
性
を
自
ら
放
棄
す

る
こ
と
に
つ
な
が
る
恐
れ
が
あ
る
｡

蜜
際
の
論
語
に
お
い
て
は
､
ま
ず

『
尚
書
』
舜
典
の

｢詩
言
志
､

歌
永
言
｡
聾
依
永
､
律
和
琴
｣
か
ら
沈
約
の

｢末
書
謝
蛋
運
停
論
｣

の
撃
律
詣
和
論
ま
で
､
歴
代
の

｢聾
律
｣
に
関
す
る
叙
述
を
列
畢
し
､

紹

介

古
代
よ
-
歌
詩
に
は
音
楽
と
関
連
し
て
聾
律
の
藷
和
が
あ
-
､
｢
入

楽
｣
し
な
-
な
っ
た
後
も
､
書
聖
か
ら
離
れ
て

｢語
言
文
字
的
聾
律
｣

に
よ
る
詔
和
が
圏
ら
れ
､
や
が
て
沈
紛
ら
に
よ
っ
て

｢文
学
的
撃
律

説
｣
と
し
て
大
成
さ
れ
､
つ
い
に
永
明
末
年
に
は

｢
四
壁
八
病
｣
説

が
唱
導
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
説
い
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な

歌
詩
に
は
必
須
の
も
の
で
あ
る
聾
律
詰
和
に
対
し
て
､
博
学
の
鍾
燦

が
否
定
す
る
は
ず
が
な
い
｡

｢詩
晶
序
｣
に

｢余
謂
文
制
､
本
須
訊

讃
､
不
可
塞
碍
O
但
令
清
濁
通
流
､
口
吻
調
利
､
期
偽
足
臭
｣
と
述

べ
て
い
る
の
は
'
ま
さ
し
-
正
常
な
聾
律
の
必
要
性
を
主
張
し
た
も

の
で
あ
る
と
解
揮
し
て
い
る
｡

た

だ

､

｢文
多
拘
忌
､
傷
其
虞
美
｣

と
い
う
理
由
か
ら
厳
格
な
拘
忌
に
過

ぎ

る

｢四
撃
八
病
｣
に
対
し
て

反
対
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
｡
こ
の
よ
う
に
説
明
し
た
後
'
鍾
燦
の

｢清
濁
通
流
'

口
吻
詞
利
｣
｢文
多
拘
忌
､
傷
其
虞
美
｣
と
い
う
聾

律
論
は
突
然
出
て
来
た
の
で
は
な
-
､
劉
蔀
の

｢聾
律
篇
｣
中
の

｢飛
｣
｢沈
｣
の
協
調
と
讐
聾

･
塵
親
の
配
合
を
中
心
と
し
た
馨
律

詩
和
を
鮭
承
し
た
も
の
で
あ
る
と
断
定
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
こ
れ

は
両
者
の
主
張
す
る
聾
律
詣
和
の
資
態
を
無
配
L
t
単
に
表
面
的
に

は
相
似
て
い
る
か
の
如
-
に
見
え
る
表
現
を
並
べ
､
影
響
関
係
に
あ
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五
放

る
と
説
い
て
い
る
だ
け
に
過
ぎ
な

い
｡

具
鰹
的
に

｢詩
晶
序
｣
の

｢清
｣
｢濁
｣
や
劉
鉱
の

｢飛
｣
｢沈
｣
の
滴
義
を
分
析
検
討
し
､
そ

の
内
賓
を
明
確
に
し
て
比
較
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡
沈
約
の

｢
四
聾

八
病
｣
説
の
基
礎
理
論
に
普
た
る

｢朱
書
謝
蛋
運
俸
論
｣
を
受
け
縫

い
だ
と
い
う
劉
鉱
の

｢飛
｣

｢沈
｣
の
概
念
は
恐
ら
-

｢詩
品
序
｣

の

｢清
｣
｢濁
｣
と
大
き
な
懸
隔
が
あ
ろ
う
｡

次
に
呉
論
文
は

｢封
立
説
｣
が
劉

･
鐘
の
文
学
批
評
方
法
の
相
異

を
述
べ
て
い
る
が
､
蜜
際
は
以
下
の
四
郎
で
鍾
嘆
は
劉
鎚
の
方
法
を

髄
承
し
て
い
る
と
反
論
し
て
い
る
.

①

劉
鎚
は
文
鰹
を
論
じ
る
時
､
｢原
始
以
表
末
｣
(序
志
篇
)
の
如

-
､
常
に
そ
の
淵
源
を
考
察
し
て
い
る
が
'
こ
れ
は
鍾
喋
が
詩

を
論
じ
て
'
李
陵
詩
は

｢其
源
出
干
楚
軒
｣
と
す
る
に
同
じ
｡

②

劉
蔀
は
作
者
の
師
範
関
係
の
淵
源
を
考
察
し
'
｢相
如
好
書
､

師
範
屈
宋
｣
(才
略
篇
)
の
如
-
し
て
い
る
が
､
こ
れ
は
鍾
喋
が

王
粂
詩
を
許
し
て

｢其
源
出
干
李
陵
｣
と
し
て
い
る
に
同
じ
｡

③

劉
蔀
は
桓
譜
を

｢長
子
説
諭
､
不
及
麗
文
｣
(才
略
篇
)
の
如

-
許
し
て
い
る
よ
う
に
'
評
議
し
て
優
劣
を
現
そ
う
と
し
て
い

る
が
'
こ
れ
は
鍾
燦
が
稀
康
を
品
評
し
て

｢頗
似
貌
文
'
週
番

峻
切
､
訂
直
露
才
､
傷
淵
雅
之
致
｡
然
托
諭
清
遠
､
良
有
望
裁
､

亦
未
矢
高
流
臭
｡
｣
と
す
る
に
同
じ
｡

④

劉
鎚
は
文
を
論
じ
る
時
､

｢文
襲
染
乎
世
情
'
興
贋
系
乎
時

序
｡
｣
(時
序
篇
)
と
い
う
と
お
-
､
社
食

･
歴
史
情
況
に
着
眼
し

て
い
る
が
､
鍾
嘆
も
李
陵
詩
を
論
じ
る
時
'
｢便
陵
不
達
辛
苦
､

英
文
亦
何
能
至
此
｡
｣
と

い
-
よ
う
に
赦
骨
が
彼
に
輿
え
た
辛

苦
が

｢上
乗
之
作
｣
を
作
ら
し
め
た
と
述
べ
て
い
る
に
同
じ
｡

以
上
の
①
～
④
の
方
法
は

『
文
心
離
龍
』
に
お
い
て
も
確
か
に
見

ら
れ
る
も
の
の
､
そ
れ
は
あ
-
ま
で

｢文
の
梱
紐
｣
を
究
め
る
為
の

従
属
的
方
法
と
し
て
部
分
的
に
採
用
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
｡
こ

れ
に
対
し
て

『詩
品
』
は
詩
人
を
品
等
す
る
馬
の
中
核
的
な
批
評
方

法
と
し
て
全
面
的
､
積
極
的
に
採
用
し
て
い
る
｡
そ
れ
故
､
こ
れ
を

単
な
る
艇
承
関
係
と
判
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
｡
記
名
こ
そ
し
て
い

な
い
が
､
鍾
嘆
自
ら
が

｢期
の
教
家
を
観
る
に
､
皆
な
就
き
て
文
鰻

を
談
じ
､
優
劣
を
薪
わ
ざ
ず
｣
(詩
品
序
)
と
述
べ
る
中
に
は
､
曹
然

劉
劫
の
こ
と
も
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
'
鍾
嘆
と
し
て
は

劉
劫
の
方
法
を
鮭
承
し
た
と
い
う
意
識
は
全
-
な
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
｡
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つ
い
で
呉
氏
は

｢封
立
説
｣
が
主
薬
と
劉
櫨
に
封
す
る
評
債
を
例

と
し
て

『
文
心
願
龍
』
と

『詩
品
』
の

｢封
立
｣
を
説
い
て
い
る
こ

と
に
封
し
て
反
論
し
て
い
る
｡

｢対
立
説
｣
は

｢『気
』
は
劉
槙
の
持
ち
前
'
『
文
』
は
王
条
の
持

ち
前
｣
と
認
め
た
上
で
､
鍾
燦
は
劉
槙
を
王
粂
よ
-
高
-
評
債
し
て

い
る
と
説
明
し
て
い
る
が
､
呉
氏
は

『
詩
晶
』
が
詩
人
の
気
を
論
じ

る
場
合
に
は
､
明
言
ば
か
-
で
な
-
'
暗
示
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い

る
場
合
も
あ
る
の
で
､
こ
れ
を
考
慮
に
入
れ
る
と
､
鍾
喋
は

｢劉
禎

･
王
条
の
詩
は
と
も
に
気
を
以
て
勝
る
も
の
｣
と
認
め
ら
れ
る
と
反

論
し
て
い
る
｡
そ
の
板
按
と
な
る
暗
示
に
よ
る
表
現
と
し
て

｢其
源

出
干
李
陵
､
頚
働
恰
之
鮮
｣
(玉
条
許
)
と

｢其
源
出
干
楚
軒
､
文
多

凄
恰
'
怨
者
之
流
｣
(李
陵
評
)
を
挙
げ
'
楚
辞
は

｢軍
慣
行
情
｣
で

自
ず
か
ら
気
を
以
て
勝
る
も
の
と
認
め
ら
れ
'
李
陵
詩
は
そ
の
楚
辞

に
淵
源
し
､
王
粂
詩
は
ま
た
そ
の
李
陵
に
淵
源
す
る
と
言
-
の
で
あ

る
か
ら
'
普
然

｢文
之
凄
怨
'
_鰍
恰
之
中
｣
に
は

｢気
勝
｣
が
寓
意

さ
れ
て
い
る
と
分
析
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
名
理
家
的

三
段
論
法
を
展
開
す
る
な
ら
､
楚
辞
に
連
な
る
詩
人
は
､
ほ
と
ん
ど

｢気
勝
｣
の

｢持
ち
前
｣
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
､

紹

介

た
ち
ま
ち
明
言
し
て
い
る
こ
と
と
配
齢
す
る
結
果
を
将
来
す
る
こ
と

に
な
る
o
そ
れ
故
'
呉
氏
は
そ
の
綻
び
を
繕
う
馬
に
強
引
に
も

｢文

秀
而
質
蔵
｣
と
い
う
王
衆
評
の

｢文
｣
を

｢文
学
作
品
｣
､
｢質
｣
を

｢躯
｣
(身
鰹
)
と
解
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
結
果
に
な
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
強
引
な
姿
勢
は
劉
禎

･
王
条
の
高
下
問
題
に
封
す
る
反

論
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
.
鍾
喋
は

｢自
陳
思
己
下
､
横
柄
濁
歩
｣

(劉
偵
許
)
と
明
言
L
t
劉
蔀
は
王
条
を

｢
七
子
之
冠
易
｣
(才
略
篇
)
と

明
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
､
た
と
え

｢対
立
｣
の
意
識
は
な
か

っ
た
と
し
て
､
少
な
-
と
も
両
者
の
間
に

｢相
異
｣
は
存
在
し
て
い

る
は
ず
で
あ
る
が
'
鍾
喋
は
劉
曲
の
文
学
観
を
継
承
し
て
い
る
と
す

る
奥
氏
は
､
こ
れ
に
封
し
て
も
強
引
に

｢猫
歩
｣
･
｢冠
鼻
｣
は

｢第

一
流
作
家
｣
の
意
味
で
あ
-
､
た
だ

一
人
を
指
す
の
で
は
な
い
と
解

揮
し
'

｢鍾
喋
没
有
劉
横
的
詩
比
王
条
的

〝
遠
高
〃

的
意
思
｣
と
結

論
し
て
い
る
｡

最
後
に

｢対
立
説
｣
が

｢劉
蔀
は
序
志
第
で

『
文
心
願
龍
』
を
著

わ
す
に
至
っ
た
由
来
を
語
-
､
従
来
の
諸
家
の
文
学
理
論
に
あ
き
た

り
な
い
も
の
を
感
じ
た
こ
と
が
執
筆
の
大
き
な
動
機
で
あ

っ
た
｣
と

し
た
後
､

｢彼
の
い
ち
ば
ん
大
き
な
不
満
は
'
結
局
の
と
こ
ろ
諸
家
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四
十
五
鮒

の
理
論
が

『未
だ
菜
を
振
い
て
板
を
尋
ね
､
潤
を
観
て
源
を
索
む
る

能
わ
ざ
る
』
こ
と
､
つ
ま
-
文
学
の
本
質
を
根
底
か
ら
探
求
し
理
論

づ
け
よ
う
と
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ

っ
た
｣

と
述
べ
た
上
で
､

｢劉

蔀
が
よ
-
近
い
時
代
を
直
接
の
論
述
の
封
象
か
ら
除
外
し
た
の
に
封

し
て
､
鍾
燦
は
普
代
の
作
家
を
も
そ
の
草
薙
な
批
判
か
ら
免
除
し
な

か
っ
た
｣
と
い
う
き
わ
め
て
対
照
的
な
相
異
が
あ
る
こ
と
を
説
い
て

い
る
の
に
封
し
て
､
序
志
第
の
解
樺
を
通
し
て
反
論
を
試
み
て
い
る
｡

呉
氏
は
｢去
聖
久
遠
､
文
鰻
解
散
､
鮮
文
愛
奇
､
言
貴
浮
論

(中
略
)
節

訓
之
異
､
宜
隆
子
要
｡
干
是
揃
筆
､
乃
始
論
文
｣
を
挙
げ
､
こ
れ
は
､

元
来
､
劉
蔀
の
最
も
不
満
と
す
る
の
は

｢創
作
領
域

の
新
人
の
浮

読
｣
で
あ

っ
た
が
､

い
ま
や
そ
れ
が
充
満
し
て
き
て
い
る
の
で
､

『
文
心
離
龍
』
を
執
筆
し
て
､
普
代
の
歪
風
を
矯
正
し
よ
う
と
い
-

意
味
で
あ
る
と
解
し
'
こ
の

｢現
責
の
創
作
｣
に
封
す
る
強
い
批
判

が
と
-
も
な
お
き
ず
執
筆
の

｢主
要
動
機
｣
で
あ
る
と
力
説
し
て
い

る
｡
し
か
し
､
｢封
立
説
｣
も
｢劉
鉱
の
こ
う
し
た
理
論
は
､
明
ら
か
に

普
代
文
学

へ
の
批
判
を
基
礎
と
し
て
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
O
｣

と
断

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
白
な
よ
う
に
へ
『
文
心
離
詣
』
の
執
筆

の
｢主
要
動
機
｣
は

｢現
貴
の
創
作
｣
へ
の
強
い
批
判
で
あ
る
と
認
め

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
､
寛
際
に
は
何
ら
鮎
齢
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
｡

呉
氏
は
筆
者
の
明
記
す
る
直
接
的
動
機
だ
け
を

｢主
要
動
機
｣
と
認

め
て
い
る
の
に
対
し
て
､

｢封
立
説
｣

は
直
接
的
動
機
を
認
め
た
上

に
､
さ
ら
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
重
要
な
涯
生
的
動
機
を
説
い
て
い

る
の
で
あ
る
｡

ま
た
県
民
は
､

｢未
だ
葉
を
振
い
て
以
て
板
を
尋
ね
､

潤
を
観
て
源
を
索
む
る
能
わ
ず
｣

の
二
句
は
､

｢君
山
公
幹
之
徒
｣

と

｢舌
甫
土
龍
之
輩
｣
に
封
し
て
､
そ
の

｢散
論
｣
の
l
面
を
批
評

し
た
も
の
で
､
｢封
立
説
｣

の
言
う
よ
う
な
貌
文
帝
以
下
の
論
文
に

封
す
る
不
満
で
も
な
い
し
､
ま
し
て
や

『
文
心
髄
舘
』
執
筆
の
主
要

動
機
で
も
な
い
と
解
揮
し
て
い
る
｡
し
か
し
'
こ
の

｢詳
観
近
代
之

論
文
老
多
臭
｣
の
段
落
は
､
全
鮭
と
し
て
そ
れ
ま
で
の
論
文
に
封
す

る
批
判
が
語
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
'
上
の
二
句
を
直
前

の

｢君
山
公
幹
｣
ら
に
封
す
る
批
評
に
限
定
し
て
し
ま
う
の
は
無
理

が
あ
る
よ
-
に
思
わ
れ
る
｡

さ
ら
に
呉
氏
は
､

｢封
立
説
｣
は

｢鍾

喋
は
普
代
の
作
家
を
も
そ
の
辛
森
な
批
判
か
ら
免
除
し
な
か
っ
た
｣

と
言
-
が
､
寛
際
は

『詩
品
』
も

｢古
今
人
表
｣
に
倣

っ
て
い
る
こ

と
と

｢存
者
を
録
き
ず
｣
の
方
針
を
採

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
､

今
世
の
作
者
に
封
し
て
回
避
策
を
採
用
し
て
い
る
と
見
な
す
べ
き
で
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あ
る
と
主
張
し
て
い
る
O

｢封
立
説
｣

が
具
鮭
的
に
鍾
嘆
が
沈
約

･

任
妨
ら
普
代
の
大
家
を
姐
上
に
の
せ
て
厳
し
い
批
評
を
加
え
､
中
晶

に
格
付
け
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
畢
げ
､
｢辛
諌
な
批
判
か
ら
免
除

し
な
か
っ
た
｣
と
判
定
し
て
い
る
の
に
対
し
て
､
皮
肉

っ
ぼ
-

｢他

批
判
普
代
作
家
､
興
批
判
古
人
無
異
､
不
是
特
別

〃

辛
殊
〃

的
｡
｣

と
述
べ
て
い
る
の
は
､

｢県
意
｣

を
取
-
違
え
て
い
る
と
し

か
言
い

よ
う
が
な
い
｡
各
国
の
成
果
を
検
討
す
る
際
に
は
､
ま
ず
第

一
に
正

確
に
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
要
請
ざ
れ
よ
う
｡

そ
の
外
､
呉
論
文
は
､
『
文
心
雅
龍
』
は
①

｢形
似
｣
②

｢文
質
｣

③

｢作
者
的
情
思
徒
外
物
産
生
｣
の
三
鮎
に
お
い
て

『詩
品
』
に
強

い
影
響
を
輿
え
て
い
る
こ
と
を
説
き
､
『
文
心
離
龍
』
と

『詩
品
』

の
文
学
観
は

｢封
立
｣
状
態
に
は
な
い
と
結
論
し
て
い
る
｡

な
お
､
滞
租
惰
氏
も

｢試
析
劉
就
鍾
喋
的
詩
論
｣
に
お
い
て
､
前

牛
に
劉

･
鐘
の
文
学
観
は
基
本
的
に

一
致
し
て
い
る
こ
と
を
説
き
､

後
牛
で
劉
禎

･
王
条
に
封
す
る
評
債
の
相
異
､
普
代
作
家
に
封
す
る

批
評
の
回
避
､
沈
約
の
馨
律
論
に
封
す
る
賛
否
と
い
う
三
問
題
及
び

『
文
心
願
龍
』
と

『詩
品
』
に
お
け
る

｢奇
｣
字
の
用
法
の
相
異
問

題
を
取
-
上
げ
て
'
｢封
立
説
｣
に
封
し
て
商
権
を
行

っ
て
い
る
が
､

紹

介

｢対
立
説
｣
批
判
と
い
う
鮎
に
お
い
て
､
と
-
に
県
民
と
異
な
っ
た

親
鮎
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
こ
こ
で
は
紹
介
を
割
愛
す
る
｡

た
だ
､
こ
の
論
文
の
樟
尾
に

｢謹
以
此
就
教
子
興
膳
宏
先
生
｣
と
あ

る
の
に
し
た
が
っ
て
'
興
膳
教
授
が
こ
れ
に
答
え
､
そ
れ
を
機
に
各

国
間
に
活
顎
な
論
肇
が
起
こ
-
､
『
詩
品
』

研
究
が
飛
躍
的
に
進
展

す
る
こ
と
を
筆
者
は
切
望
し
て
い
る
｡

四

中
国
に
お
け
る

『
詩
品
』
と

『
文
心
願
龍
』
の
比
較
を
論
じ
た
論

文
に
は
､
ず

っ
と
あ
る
共
通
し
た
公
式
的
な
観
鮎
が
存
在
し
て
い
る

よ
う
に
見
ら
れ
る
｡
そ
れ
は
､
い
か
な
る
作
者
も
時
代
の
風
気
の
影

響
か
ら
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
故
､
同
時
代
の
作
者
が
生
み
出
す

評
論
は
多
少
の
相
異
が
あ

っ
た
と
し
て
も
､
基
本
的
に
は

一
致
し
て

い
る
と
い
う
観
鮎
で
あ
る
｡
こ
の
観
鮎
は
以
上
に
紹
介
し
た
論
文
は

言
-
ま
で
も
な
-
､
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
論
文
に
存
在
し
て
い
る
｡

こ
れ
は
現
在
に
至
っ
て
も
少
し
も
襲
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
.

例
え
ば
､

1
九
八
八
年
に
書
か
れ
た
王
運
無
氏
の

｢鍾
嘆
詩
論
興
劉

鹿
詩
論
的
比
較
｣
の
冒
頭
に
そ
れ
が
如
賓
に
現
れ
て
い
る
｡
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《
詩
品
》
内
容
是
否
受

《
文
心
離
龍
》
的
影
響
ー
不
能
確
知
.

但
両
書
寓
作
年
代
相
距
甚
近
ー
雨
書
作
者
生
活
在
文
筆
風
気
相
同

的
奔
梁
之
際
I
都
根
重
税
詩
歌
蛮
術
ー
田
此
其
詩
論
内
容
ー
自
然

地
打
上
時
代
的
賂
印
I
皇
現
出
不
少
相
同
之
虞
…
同
時
在
若
干
臭

腺
問
題
上
ー
也
表
現
出

一
些
差
異
｡

い
か
な
る
作
者
も
時
代
の
風
気
か
ら
免
れ
ら
れ
な
い
の
は
県
寛
で

あ
る
け
れ
ど
も
､
各
時
代
に
は
多
種
多
様
の
人
間
が
存
在
し
､
多
種

多
様
に
襲
現
す
る
事
象
に
反
鷹
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
'
時
代
的

制
約
は
受
け
つ
つ
も
､
同

一
地
域
､
同

一
時
代
に
封
立
的
な
思
想
や

評
論
が
存
在
し
難
い
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
｡

そ
れ
故
､
『詩
品
』

と

『
文
心
髄
龍
』
を
比
較
す
る
時
に
､
最
初
か
ら
安
易
に
こ
の
公
式

的
観
鮎
に
曹
て
は
め
て
分
析
検
討
を
試
み
る
よ
う
で
は
､
往
々
に
し

て
誤
解
を
導
き
出
す
恐
れ
が
強
い
｡

王
氏
は
こ
の
論
文
中
に
お
い
て
'
両
者
は
と
も
に
漢
代
の
楽
府
､

玄
言
詩
及
び
陶
滞
詩
に
封
し
て
否
定
的
な
評
債
し
か
し
て
い
な
い
こ

と
を
畢
げ
､
こ
れ
ら
は
み
な
劉

･
鍾
文
学
観
の

｢相
同
之
庭
｣
で
あ

る
と
判
定
し
た
上
で
､
こ
れ
ら
の

｢相
同
｣
し
た
否
定
的
評
債
は
'

劉

･
鐘
両
人
が

｢餅
鰻
文
学
的
文
采
｣
を
重
視
し
､
こ
の
種
の
文
采

を
放
い
た
作
品
に
不
満
を
感
じ
て
い
た
こ
と
の
反
映
で
あ
る
と
断
定

し
て
い
る
｡
し
か
し
､
『
文
心
離
婚
』
に
お
い
て
は

二
言
も
言
及
さ
れ

ず
､
全
-
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
陶
滞
詩
に
対
し
て
､
『
詩
品
』
は

少
な
-
と
も
賛
梁
昔
時
の
一
般
的
評
債
を
超
え
'
中
晶
に
匿
い
て
相

普
高
-
評
債
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
､
爾
書
は
と
も
に
否
定
的
な

許
慣
し
か
し
て
い
な
い
と
は
到
底
判
定
し
難
い
｡
ま
た
､
劉
蔀
は
餅

隆
文
を
用
い
て

『
文
心
髄
龍
』
を
著
し
て
い
る
の
で
､

あ
る
い
は

｢
断
髄
文
学
的
文
采
｣
を
重
税
し
て
い
た
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い

が
､
『詩
晶
』
の
ど
こ
を
見
て
も
､
｢餅
鮭
文
学
的
文
采
｣
を
重
税
し

て
い
る
と
い
う
よ
う
な
表
現
は
見
ら
れ
な
い
｡
も
し
壬
氏
が

｢詩
品

序
｣
の

｢潤
之
以
丹
采
｣
を

｢断
髄
文
学
的
文
采
｣
重
税
の
意
味
に

解
す
る
と
い
う
の
な
ら
､
是
非
そ
の
論
語
が
必
要
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ

ら
の
論
語
を
抜
き
に
し
て
､
上
述
の
よ
-
に
断
定
す
る
の
は
､
恐
ら

-
同
時
代
の
作
者
は
同
じ
時
代
の
風
気
の
影
馨
を
受
け
て
い
る
か
ら
､

そ
の
文
学
観
は
基
本
的
に

1
致
し
て
い
る
と
い
う
例
の
公
式
に
よ
っ

て
導
き
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
O
中
国
の
論
文
に
は
個
々
の
論
語
を

等
閑
に
し
た
ま
ま
､
公
式
の
命
題
を
教
候
的
に
常
て
は
め
て
結
論
す

る
も
の
が
時
々
見
ら
れ
る
が
､
こ
れ
は
む
し
ろ
学
問
の
進
歩
を
阻
害
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こ
そ
す
れ
､
進
展
さ
す
も
の
で
は
な
い
の
で
､
慎
重
に
封
塵
す
べ
き

で
あ
ろ
う
｡

こ
の
外
､
王
論
文
は

｢相
同
之
虞
｣
と
し
て
'
劉
銀
も
鍾
嘆
も
と

も
に
南
朝
文
論
家
の
ほ
と
ん
ど
が
詩
賦
の
淵
源
を
詩
経

･
楚
辞
に
求

め
て
い
る
こ
と
に
倣
い
､
詩
経

･
楚
辞
を

｢争
推
｣
す
る
が
'
詩
経

を
よ
-
高
-
見
て
い
る
こ
と
及
び

｢風
力
｣
と

｢丹
采
｣
の
結
合
を

主
張
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
｡
し
か
し
'
い
ず
れ
も
細
か
い

比
較
分
析
を
省
略
し
て
い
る
の
で
､
普
否
は
判
定
し
難
い
｡
両
書
が

同
じ
-

｢奪
推
｣
し
て
い
る
と
言

っ
て
も
､
詩
経

･
楚
辞
は
そ
の
性

質
が
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
の
で
､
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
性
質
を
ど
の

程
度
受
容
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
'
｢相
異
｣
に
も
､
延
い
て
は

｢封

立
｣
に
も
な
る
可
能
性
が
あ
る
｡

例
え
ば
､

劉
鉱
は
詩
経
の
持
つ

｢経
世
致
用
｣
｢
政
教
風
化
｣
の
性
質
を
受
容
し
､
鍾
燦
が
こ
の
面
を

排
除
L
t
拝
惰
性
だ
け
を
受
容
し
て
い
る
な
ら
､
決
し
て

｢相
同
｣

と
は
言
え
ま
い
｡
｢風
力
｣
と

｢丹
采
｣
の
結
合
の
問
題
に
し
て
も
'

｢風
力
｣

｢丹
采
｣
の
滴
義
を
明
確
に
し
て
こ
そ
始
め
て
そ
の

｢相

同
｣
性
の
検
討
が
可
能
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
革
に

『
文
心
髄

龍
』
風
骨
篇
は

｢風
骨
｣
(｢質
朴
有
力
｣)
と

｢鮮
采
｣
(｢文
筆
美
麗
｣)

紹

介

の
結
合
を
主
張
し
て
い
る
と
説
明
す
る
だ
け
で
済
ま
せ
て
い
る
｡

劉

･
鍾
両
者
の

｢相
同
之
虞
｣
を
説
い
た
後
､
王
氏
は

1
韓
し
て
'

(
一
)
詩
歌
的
性
質
､
作
用
和
思
想
内
容
｡

(二
)
詩
歌
的
鮭
裁
様

式
方
面
｡
(三
)
用
典

･
聾
律

･
尚
奇
等
詩
歌
的
聾
術
手
法
和
風
格
｡

(四
)
其
些
作
家
作
品
的
評
速
の
四
万
両
に
関
す
る

｢
不
同
之
虚
｣

を
紹
介
し
て
い
る
｡
こ
の

｢相
同
之
虞
｣
と

｢
不
同
之
虞
｣
は
本
来

隔
絶
し
て
存
在
し
て
い
る
も
の
で
な
-
､
相
互
に
密
接
な
有
機
的
関

連
性
を
内
包
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
､
普
然
こ
の
よ
う
に
別
々
に
分

離
し
て
紹
介
す
る
だ
け
で
は
､
両
書
の
本
質
を
究
明
す
る
こ
と
は
難

し
い
｡(

1)

の
詩
歌
の
性
質
作
用
と
思
想
内
容
方
面
に
関
し
て
は
､
両

者
の
｢比
興
｣
に
封
す
る
解
樺
に
相
異
の
あ
る
こ
と
を
絡
め
な
が
ら
､

劉
蔀
は
詩
の
教
化

･
美
刺
訊
諌
作
用
と
政
治
的
内
容
を
重
蔵
L
t

一

方
の
鍾
喋
は
詩
の
野
情
特
性
と
聾
術
の

｢感
染
力
｣
を
重
税
す
る
と

い
う

｢
不
同
之
虞
｣
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
が
'
上
述
の
両

者
と
も
に
詩
経
を
最
も
尊
崇
す
る
と
い
う

｢相
同
之
虞
｣
と
ど
う
関

連
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
全
-
説
明
さ
れ
て
い
な
い
｡
も
し
､
こ
の

｢
不
同
之
庭
｣
の
説
明
が
確
章
な
ら
､
両
者
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
詩
経
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は
質
的
に
相
異
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
'
同
じ
詩
経
を
奪
崇
し
て
い

て
も
､
蜜
質
上
は
む
し
ろ

｢
不
同
｣
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
｡

(
二
)

の
詩
歌
の
睦
裁
様
式
に
関
し
て
は
､
劉
銀
は
四
言
詩

･
五

言
詩
を
乗

重
し
､
鍾
喋
は
五
言
詩
を
偏
重
す
る
と
い
う

｢不
同
｣
が

あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
｡
こ
こ
で
王
氏
は

｢
こ
の
方
面
に
お
い

て
は
､
鍾
喋
は
詩
経
を
詩
歌
の
正
統
と
み
る
保
守
的
観
鮎
を
脱
却
し

て
お
-
､
見
解
は
確
か
に
劉
就
よ
-
進
歩
し
て
い
る
｡
｣

と
解
説
し

て
い
る
｡
そ
れ
な
ら
'
こ
の
相
異
は

｢対
立
｣
と
見
ら
れ
な
い
こ
と

も
な
い
の
に
'
何
の
説
明
も
な
し
に
'
す
ぐ
に
単
な
る

｢不
同
｣
と

解
揮
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
恐
ら
-
例
の
公
式
が
先
入
観
と
し
て
存

在
し
て
い
る
所
以
で
あ
ろ
-
｡

(≡
)

の
詩
歌
の
蛮
術
手
法
と
風
格
方
面
に
関
し
て
は
'
ま
ず
用

典
に
お
い
て
劉
蔀
は
用
典
を
大
襲
重
税
し
て
い
る
の
に
対
し
て
鍾
喋

は
用
事
を
貴
ば
な
か
っ
た
と
い
う
相
異
鮎
を
紹
介
し
て
い
る
｡
し
か

し
､

一
方
で
劉
蔀
の
用
典
を
強
調
し
て
い
る
の
は
各
種
の
散
文
に
封

し
て
で
あ
-
､
作
詩
に
封
し
て
は
用
典
の
必
要
性
を
説
い
て
い
ず
､

鍾
嘆
も
紹
封
に
用
典
を
排
斥
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
と
説
き
､
両

人
の
意
見
の
隔
た
-
は
賓
際
は
そ
う
離
れ
て
い
な
い
と
結
論
し
て
い

る
｡

こ
れ
で
は

｢
不
同
之
虞
｣
で
は
な
-
､

｢相
同
之
虞
｣
で
あ
る
｡

呉
論
文
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
､
劉
鎚
は
積
極
的
に
用
典
を
活

用
す
べ
L
と
主
張
し
､
鍾
嘆
は
作
詩
に
限
定
し
な
が
ら
も
基
本
的
に

用
典
は
必
要
な
い
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

聾
律
に
関
し
て
は
､
両
者
は
と
も
に
詩
歌
の
聾
調
の
諸
和
を
歪
配
し

て
い
た
が
､

た
だ
王
融

･
沈
約
の
提
唱
し
た
聾
病
説
に
封
し
て
は

｢
不
同
｣
の
態
度
を
持

っ
て
い
た
と
説
明
し
て
い
る
｡
こ
こ
に
お
い

て
も
両
者
と
も
に
聾
調
の
詔
和
を
重
税
し
て
い
た
と
い
う
と
こ
ろ
に

重
鮎
を
置
い
て
説
明
し
て
い
る
の
で
､
こ
れ
も
ま
た

｢相
同
之
虚
｣

を
説
い
て
い
る
に
外
な
ら
な
い
｡
結
局
の
と
こ
ろ
､
王
氏
は
用
典

･

聾
律
と
も
に
基
本
的
に
は

｢相
同
｣
と
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
こ
に
も
例
の
公
式
の
影
響
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
｡

文
風
の

｢奇
｣
に
封
し
て
は
､
王
運
照
氏
は
こ
の
論
文
の
外
に
､

｢鐘
楼

《
詩
品
》

論
奇
｣
に
お
い
て
も
詳
し
-
論
及
L
t
『
文
心
離

龍
』
と

『詩
品
』
の

｢奇
｣
字
の
用
法
を
分
析
し
て
､
両
者
の
見
方

に

｢差
異
｣
が
あ
る
と
結
論
し
て
い
る
｡
『
文
心
離
龍
』
で
は
､
｢奇
｣

は

｢文
節
題
材
的
奇
麗
､
奇
俸
｣
と

｢文
節
題
材
的
奇
説
,
郎
逐
奇

失
正
｣
と
い
う
二
種
の
意
味
に
分
け
て
用
い
ら
れ
て
お
-
､
劉
謀
は
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前
者
に
封
し
て
は
肯
定
､
後
者
に
封
し
て
は
否
定
の
態
度
を
表
明
し

て
い
る
｡

一
方
､
『詩
品
』
の

｢奇
｣
は
､
た
だ
肯
定
的
意
味
を
持

つ
'
｢詩
歌
蛮
術
奇
警
不
凡
｣
｢髄
制
風
貌
､
用
詞
造
句
上
的
奇
特
不

凡
｣
の
意
に
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
と
分
析
し
た
後
に
､
劉
親
は

｢奇
｣
と

｢
正
｣
を

一
組
の
術
語
と
し
､
鍾
嘆
は

｢奇
｣
と

｢平
｣

を

1
組
の
術
語
と
し
て
用
い
て
い
る
と
説
明
し
て
い
る
｡
こ
の
分
析

は
家
督
な
も
の
で
あ
る
が
'
す
で
に
基
本
的
に
は
興
膳
氏
の

｢対
立

説
｣
に
運
べ
ら
れ
て
い
る
観
鮎
と
あ
ま
-
襲
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
の

で
､
こ
と
改
め
て
詳
し
-
紹
介
す
る
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
｡
こ
こ

で
王
論
文
に
求
め
ら
れ
る
の
は
､
こ
の
相
異
が
ど
う
し
て

｢対
立
｣

で
は
な
-
､

｢差
異
｣

と
判
定
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
と
い
う

理
由
を
明
確
に
解
説
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
し
か
し
､
盈
念
な
こ
と
に

そ
れ
は
ま

っ
た
-
な
い
｡

(四
)
の
作
家

･
作
品
の
評
債
方
面
に
関
し
て
は
､
①
西
漠
五
言

詩
作
者
②
王
粂
劉
禎
両
家
的
位
置
先
后
③
謝
霧
運
和
山
水
詩
的
評
債

に
つ
い
て
､
両
者
の
間
に

｢差
異
｣
が
存
在
し
て
い
る
と
い
-
｡

①
に
つ
い
て
は
､
『詩
品
』

は
李
陵

･
班
摩
好
を
上
品
に
品
等
し

て
い
る
が
'
『
文
心
願
龍
』
は

｢李
陵

･
班
兼
好
見
疑
干
後
代
也
｣

紹

介

と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
､
劉
蔀
は
西
漢
に
成
熟
し
た
文
人
の

五
言
詩
が
存
在
し
た
こ
と
に
懐
疑
的
で
あ

っ
た
が
､
鍾
喋
は
肯
定
的

で
あ

っ
た
と
い
う
差
異
が
存
在
す
る
と
説
明
し
て
い
る
｡
②
に
つ
い

て
は
､

そ
れ
を

｢対
立
｣
と
見
る
か
､

｢差
異
｣
と
見
る
か
と
い
う

言
語
表
現
上
の
相
異
が
あ
る
だ
け
で
､
あ
と
は
ま
っ
た
-
興
膳
氏
の

｢対
立
説
｣
の
見
方
と
襲
わ
-
は
な
い
｡
③
に
つ
い
て
は
'
『詩
品
』

が
謝
蛋
運
及
び
そ
の
山
水
詩
を
高
-
評
債
し
て
い
る
の
に
封
し
て
'

『
文
心
碓
龍
』
は
謝
董
運
を
直
接
批
評
せ
ず
'
山
水
寓
景
詩
に
封
し

て
は
褒
定
を
交
え
た
批
評
を
下
し
て
い
る
事
寛
を
挙
げ
､
こ
こ
に
鍾

･
劉
両
人
に
差
異
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
は
､
い
ず
れ
も

蘭
書
の

｢相
同
｣
と
の
関
連
性
に
ま

っ
た
-
解
れ
な
い
ま
ま
に
､
草

に
現
象
的
な

｢
不
同
｣
を
並
べ
て
い
る
だ
け
に
終
わ
っ
て
い
る
｡
こ

れ
で
は
雨
書
の
本
質
的
な

｢差
異
｣
あ
る
い
は

｢対
立
｣
を
究
明
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
-
0

以
上
､

l
九
八

〇
年
以
降
の
中
歯
に
お
け
る
､
『
詩
品
』
と

『
文

心
雅
寵
』
と
を
比
較
検
討
し
て
､
肩
書
の
性
質
の
究
明
を
試
み
た
主

な
論
文
に
つ
い
て
紹
介
し
て
き
た
｡
結
果
と
し
て
､
ほ
と
ん
ど
批
判

的
な
批
評
に
終
始
し
た
が
､
こ
れ
は
決
し
て
以
上
の
論
文
に
優
れ
た
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見
解
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
｡
せ
っ
か
-
日
中
間
に
起

こ
っ
た
論
争
が
今
や
途
中
で
消
滅
し
か
け
て
い
る
の
で
'
意
識
的
に

問
題
と
な
る
部
分
の
み
を
突
出
さ
せ
て
記
し
た
に
過
ぎ
な
い
｡
こ
れ

を
横
合
に
再
び
活
襲
な
論
争
が
起
こ
-
､
『詩
品
』

研
究
が
少
し
で

も
進
展
す
る
な
ら
､
中
国
古
典
文
学
研
究
に
と

っ
て
有
益
な
こ
と
で

あ
ろ
う
か
ら
､
諸
論
文
に
封
す
る
無
遠
慮
な
直
裁
的
な
表
現
に
封
し

て
も
ご
容
赦
願
え
る
も
の
と
確
信
し
て
い
る
｡

清

水

凱

夫

(立
命
館
大
学
)


