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･
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ラ
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著

『
東
城
へ
の
道
丁
蘇
拭
の
詩
境
の
吏
展
-
』)

本
書
は
､
そ
の

｢東
城

へ
の
遺
｣
と
い
う
書
名
が
示
し
て
い
る
よ

-
に
､

北
宋
の
代
表
的
詩
人
で
あ
る
蘇
拭

(
T
〇
三
六
1

1
一〇
1
'

窮
東
披
居
士
)
の
､
若
年
期
か
ら
そ
の
生
涯
の
半
ば
に
留
る
黄
州
流
講

期
の
終
わ
-

(元
豊
七
年
二

〇
八
四
)
に
わ
た
る
詩
作
に
つ
い
て
､

考
察
す
る
も
の
で
あ
る
｡
蘇
拭
の
停
記
を
追
い
な
が
ら
､
そ
れ
ぞ
れ

の
時
期
の
詩
作
か
ら
汲
み
取
れ
る
問
題
鮎
に
つ
い
て
､
細
か
-
丁
寧

に
掘
-
下
げ
て
考
察
を
進
め
て
い
-
筆
者
の
態
度
は
､
非
常
に
好
感

の
持
て
る
も
の
で
あ
-
'
ま
た
そ
れ
だ
け
意
義
の
あ
る
成
果
を
あ
げ

書

評

て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡

ま
ず
本
書
の
構
成
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
-
と
'
筆
者
は
第

二
早

で
北
宋
中
期
の
詩
風
を
概
観
し
､
そ
の
後
､
以
下
の
五
章
に
わ
た
っ

て
'
｢南
行
集
｣
所
収
の
請
詩
､
鳳
和
姦
刑
期
､

杭
州
通
刑
期
､

知

密

･
徐

･
湖
州
期
､
黄
州
流
詞
期
と
い
-
よ
う
に
､
章
ご
と
に
五
つ

の
時
期
に
分
け
て
､
蘇
鱗
の
詩
風
の
襲
化
を
詳
細
に
考
察
さ
れ
て
い

る
｡
ま
た
'
お
の
お
の
の
章
に
お
い
て
､
筆
者
は
概
ね
そ
れ
ぞ
れ
の

時
期
に
特
徴
的
な
面
､
例
え
ば
初
期
の

｢南
行
集
｣
所
収
の
作
品
に

っ
い
て
は
､
先
行
す
る
詩
人
の
ス
タ
イ
ル
の
模
倣
等
に
よ
る
表
現
技

術
の
模
索
､
ま
た
次
の
鳳
招
期
で
あ
れ
ば

｢
理
｣
と
の
関
わ
-
､
と

い
-
よ
う
に
あ
る
程
度
問
題
の
焦
鮎
を
絞
-
､
そ
の
焦
鮎
と
な
る
問

題
を
中
心
に
し
て
､
多
-
の
関
連
す
る
詩
文
を
引
用
し
な
が
ら
考
察

を
進
め
て
お
ら
れ
る
｡
筆
者
の
こ
の
よ
う
な
考
察
の
方
法
は
､
そ
れ

ぞ
れ
の
時
期
に
お
け
る
蘇
餌
の
詩
作
の
特
性
を
明
ら
か
に
し
､
ま
た

詩
作
に
反
映
さ
れ
る
蘇
拭
自
身
の
内
面
の
襲
化
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
に
非
常
に
効
果
的
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

次
に
各
章
毎
に
､
筆
者
の
考
察
の
焦
鮎
と
な

っ
て
い
る
問
題
鮎
を

示
し
'
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
､
い
-
ら
か
の
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
｡
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ま
ず
第

一
章
で
筆
者
は
､

北
宋
中
期
の
､
蘇
銭
の
登
場
ま
で
の
詩

風
の
形
成
の
状
況
に
つ
い
て
概
観
さ
れ
て
い
る
｡
筆
者
は
､
常
時
の

1
般
的
な
詩
風
は
､
難
解
な
引
境
や
作
為
的
な
封
句
､
ま
た
激
情
の

表
出
を
避
け
'
よ
-
穏
や
か
で
飾
ら
な
い
表
現
を
求
め
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ

っ
た
と
述
べ
て
'

張
方
平

｢江
槙
遅
客
｣
､
梅
尭
臣

｢陸

子
履
示
秦
纂
賓
｣
を
例
示
さ
れ
て
い
る
｡
筆
者
は
さ
ら
に
､
こ
れ
ら

1
般
的
に
通
行
し
て
い
た
詩
風
に
封
し
て
､
北
宋
詩
の
新
し
い
詩
風

を
形
成
し
た
詩
人
と
し
て
､
平
淡
を
追
求
し
た
梅
尭
臣
､
そ
れ
を
促

進
し
､
よ
-
自
由
な
想
像
性
を
取
-
入
れ
た
蘇
舜
飲
､
さ
ら
に
韓
愈
､

杜
甫
､
李
白
の
詩
風
に
学
び
､
柔
軟
性
と
機
知
を
よ
-
導
入
し
た
欧

陽
修
を
取
-
上
げ
､
い
-
つ
か
の
作
品
を
例
示
し
て
解
説
を
加
え
て

お
ら
れ
る
｡
筆
者
の
こ
の
よ
-
な
常
時
の
詩
風
の
把
瞳
は
､
概
ね
従

来
の
認
識
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
-
､
新
し
い
見
解
を
示
す
も
の
で

は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
､
本
書
の
以
後
の
部
分
で
展
開
さ
れ
る
蘇
餌

の
詩
風
に
つ
い
て
の
考
察
の
理
解
を
容
易
に
す
る
た
め
に
は
､
必
要

な
前
置
き
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

さ
て
､
次
の
第
二
章

｢萄
か
ら
来
た
若
い
畢
生
｣
か
ら
､
い

よ
い

よ
本
題
で
あ
る
蘇
賦
の
詩
の
考
察
が
始
ま
っ
て
い
る
｡
筆
者
は

､
新

進
詩
人
で
あ

っ
た
蘇
餌
の
表
現
技
術
の
習
得
に
つ
い
て
､
詩
の
ス
タ

イ
ル
の
模
倣
等
の
面
に
着
目
L
t
さ
ら
に
作
品
制
作
の
理
念
で
あ
る

｢
理
｣

(inherent
p
atte
r

n
)
が
､
蘇
銭
の
初
期
作
品
に
お
い
て
ど
の

よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
を
考
察
さ
れ
て
い
る
｡

ま
ず
ス
タ
イ
ル
の
模
倣
と
い
う
面
で
､
筆
者
は
常
時
の
蘇
薪
が
欧

陽
修
の
詩
文
か
ら
最
も
多
-
を
学
ん
で
い
る
と
述
べ
､
｢江
上
値
雪

致
欧
陽
鮭
｣
詩
を
引
い
て
解
説
さ
れ
て
い
る

(六
十
五
頁
)｡

さ
て
､
こ
の
解
説
の
中
で
は
筆
者
は
直
接
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
､

こ
の

｢江
上
値
等
-
｣
詩
の
題
は
､
『
合
註
』
等
の
テ
ク
ス
ト
で
は

｢江
上
値
雪
､
教
欧
陽
鰹
､
限
不
以
旗
､
玉
､
約
､
鷺
､
架
､
蝶
､

飛
､
舞
之
鞍
馬
比
､
仇
不
便
胎
､
白
､
潔
ー
素
等
字
､
次
子
由
哉
O

(江
上
雪
に
値
ひ
て
'
欧
陽
腔
に
故
ひ
､
限
る
に
購
､
玉
'
約
㌧
鷺
'
架
'

蝶
､
飛
､
舞
の
興
を
以
て
比
と
為
さ
ず
'
仇
は
批
'
自
'
潔
'
素
等
の
字
を

使
は
ず
'
子
由
の
憩
に
次
す
)｣
と
い
う
長
い
も
の
で
あ
-
､
こ
れ
に
よ

っ
て
こ
こ
で
言
う

｢欧
陽
鰹
｣
が
､
欧
陽
修

｢
雪
｣
詩
(居
士
外
集
巻

四
)
の
題
下
の
自
注
で

｢
玉
､
月
､
梨
､
梅
､
練
､
架
､
白
､
舞
､

鶴
､
鶴
､
銀
等
字
､
皆
講
勿
用
｡

(Hr

月
'
梨
､
梅
'
練
'
架
'
自
'

舞
､
鵬
､
鶴
'
銀
等
の
字
は
､
皆
な
請
ふ
ら
-
は
用
ふ
る
こ
と
勿
か
れ
｡)｣
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と
説
明
す
る
ス
タ
イ
ル
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
｡
筆

者
が
六
十
七
頁
で
､

｢欧
陽
倦
｣
は
､
作
品
の
主
題
で
あ
る
雪
を
､

従
来
の
方
法
に
よ
っ
て
表
現
す
る
の
を
避
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
は
､
こ
れ
を
指
す
も
の
で
あ
ろ

-
し
､
さ
ら
に
ま
た
六
十
九
頁
で
筆
者
は
､
蘇
餌
が
こ
の
詩
に
特
に

｢欧
陽
鰻
｣
と
名
付
け
た
の
は
ー
こ
の
詩
の
中
盤
の
､
雪
中
の
い
ろ

い
ろ
な
人
物
の
様
子
を
括
寓
し
て
い
る
部
分
の
構
成
と
､
そ
れ
に
先

立
つ
部
分
で
の
､
江
上
か
ら
見
た
雪
景
色
そ
の
も
の
の
描
寓
が
､
欧

陽
修
の

｢雪
｣
詩
に
学
ぶ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
､
よ
-
よ
-
説
明
す

る
た
め
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
と
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
｡

確
か
に
欧
陽
修

｢雪
｣
詩
は
'
ま
ず
朝
日
に
照
ら
さ
れ
た
雪
景
色

が
き
ら
め
-
美
し
き
を
述
べ
､
次
に
雪
中
の

｢美
人
｣
｢幽
士
｣
｢酒

蟻
｣
｢
猟
騎
｣
さ
ら
に

｢朝
賀
｣
｢行
歌
｣
の
様
子
を
措
寓
し
､
そ
れ

ら
を
｢乃
知

一
等
寓
入
善
､
顧
我
不
飲
胡
為
栗
｡
(乃
ち
知
る

一
雪

寓
人
喜
ぶ
を
'
我
を
顧
み
る
に
飲
ま
ず
し
て
胡
為
れ
ぞ
柴
し
ま
ん
O)｣
と
ま

と
め
､
次
に
､
天
地
の
清
新
な
美
し
き
が
自
分
の
心
を
リ
フ
レ
ッ
シ

ュ
さ
せ
､
そ
こ
で
自
分
は
新
た
な
雪
の
表
現
を
模
索
す
る
こ
と
に
な

る
と
い
う
､
こ
の
新
し
い
試
み
を
用
い
た
作
品
の
制
作
の
過
程
を
速

書

評

べ
て
お
-
､
雪
景
色
の
措
寓
か
ら
始
ま
っ
て
､
個
々
の
人
物
の
状
況

を
述
べ
､
そ
の
中
で
狩
猟
の
情
景
に
も
解
れ
る
鮎
で
こ
の
蘇
銭
の
詩

に
共
通
し
て
お
-
､
筆
者
の
指
摘
の
通
-
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
し

か
し
こ
こ
で
蘇
拭
は
た
だ
忠
資
に
こ
の
欧
陽
修
の

｢雪
｣
詩
を
模
倣

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

な
ぜ
な
ら
､
こ
の
蘇
餌
の
詩
は
､
眼
前
の
雪
景
色
の
措
寓
か
ら
始

ま

っ
て
､
次
に
自
己
と
封
比
さ
れ
る
状
況
に
あ
る
雪
の
中
の
人
人
の

情
景
を
想
像
し
､
さ
ら
に
雪
中
の
狩
猟
の
情
景
の
夢
想

へ
と
想
像
を

贋
げ
て
い
-
と
い
う
構
成
を
と
っ
て
お
-
､
そ
の
配
鮎
は
次
第
に
廉

い
範
囲
に
康
が
-
､
漬
散
し
て
い
-
方
向
に
あ

っ
て
､
欧
陽
修
の

｢雪
｣
詩
の
よ
-
に
羅
列
的
に
述
べ
な
が
ら
､
最
終
的
に
自
己
の
詩

作
に
収
束
す
る
形
を
取

っ
て
い
な
い
｡
ま
た
､
蘇
餌
の
こ
の
詩
に
は
､

欧
陽
修
の
作
品
に
は
な
か
っ
た
'
眼
前
の
雪
景
や
雪
の
ひ
と
ひ
ら
を

細
さ
に
観
察
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
も
見
ら
れ
､
こ
れ
ら
の
表
現
か
ら

も
'
こ
の
蘇
拭
の
詩
に
お
け
る
欧
陽
修
の
影
響
の
強
さ
と
と
も
に
､

そ
れ
を
さ
ら
に
襲
化
さ
せ
'
新
た
な
表
現
を
生
み
出
そ
-
と
す
る
､

蘇
拭
ら
し
い
自
由
な
顎
憩
の
片
鱗
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
｡
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ま
た
､
こ
の
部
分
に
付
け
ら
れ
た
注
に
お
い
て
筆
者
は
'
こ
の
｢欧

陽
鰻
｣
に
該
普
す
る
例
と
し
て
欧
陽
修
の

｢菱
漠
大
石
｣
詩

(居
士

集
撃
二
)
を
示
し
て
お
ら
れ
る
｡

こ
れ
は
こ
の
詩
で
女
的
､
耀
人
氏
､

崖
寵
に
至

っ
た
漢
使
と
石
と
の
関
わ
-
を
述
べ
て
い
る
こ
と
を
指
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
が
､
こ
れ
ら
の
人
物
と
石
と
の
関
わ
-
は
､
こ
の

大
石
の
璽
妙
さ
を
表
現
す
る
た
め
に
重
ね
ら
れ
た
修
辞
で
あ

っ
て
､

こ
こ
で
蘇
餌
が
､
同
じ
雪
の
空
の
下
に
い
る
人
々
の
様
様
な
情
景
を
､

典
操
に
依
-
な
が
ら
想
像
し
て
並
列
的
に
述
べ
て
い
る
の
と
は
'
少

し
遣

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡

つ
ま
-
､
こ
こ
で
蘇
餌
が

｢欧
陽
鮭
｣
と
言
う
の
は
､
欧
陽
修
に

特
徴
的
な
ス
タ
イ
ル
と
い
う
意
味
で
は
な
-
､
欧
陽
修
の
用
い
て
い

る
ス
タ
イ
ル
t
と
い
う
-
ら
い
の
意
味
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
｡

｢雪
｣
詩
で
用
い
た
ス
タ
イ
ル
は
､
欧
陽
修
に
と
っ
て
も
ひ
と
つ
の

寛
験
で
あ

っ
た
だ
ろ
-
し
､
む
し
ろ
こ
こ
で
蘇
餌
が
欧
陽
修
の
｢写
｣

詩
に
な
ら

っ
た
の
は
､
そ
の
措
寓
の
題
材
と
､
新
し
い
詩
的
表
現
の

可
能
性
を
模
索
す
る
姿
勢
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
｡

ま
た

｢
理
｣
に
関
し
て
､
筆
者
は
特
に
､
｢襲
化
､
経
緯
及
び
個

性
-
初
期
の
理
観
｣
と
題
し
た
項
目
を
設
け
て
､
初
期
の
作
品
で
あ

る

｢激
憤
堆
賦
｣

｢南
行
前
集
叙
｣
等
の
表
現
に
つ
い
て
､
常
時
の

蘇
餌
の

｢
理
｣
親
を
考
察
さ
れ
て
い
る
｡
こ
こ
で
筆
者
は

｢南
行
前

集
叙
｣
を
､
個
人
的
感
情
の
蛮
術
に
お
け
る
反
映
と
理
の
関
わ
-
香

述
べ
る
も
の
､
と
し
て
捉
え
て
お
ら
れ
る
の
だ
が
､
こ
れ
に
封
し
て

は
少
々
疑
問
を
感
じ
た
｡
こ
の

｢叙
｣
を
素
直
に
諌
め
ば
､
蘇
軟
は

自
分
や
蘇
轍
の
詩
作
が
'
故
意
の
作
為
に
よ
-

｢勉
強
｣
し
て
作
ら

れ
た
も
の
で
は
な
-
､
自
然
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
て
､
そ

れ
が

｢古
之
聖
人
｣
が

｢自
ら
己
む
能
は
ざ
る
所
有
-
て
作
る
者
有
｣

る
こ
と
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
､
と
讃
み
取
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
-
o
つ
ま
-
こ
こ
で
は
内
的
充
賓
の
章
露
と
し
て
の

文
学
制
作
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
-
､
｢
理
｣
に
関
す
る
言

及
は
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

ま
た
､
筆
者
は
こ
こ
で
こ
の

｢叙
｣
の
要
鮎
で
あ
る
､
内
面
か
ら

の
自
然
な
撃
露
と
し
て
の
文
学
表
現
を
､
｢個
人
的
感
情
の
蛮
術
に

お
け
る
反
映
｣
と
表
現
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
､
こ
の

｢戯
｣

で
蘇
妹
が
強
調
し
て
い
る
の
は
､
詩
作
の

｢自
然
さ
｣
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
｡
ま
た
さ
ら
に
､
筆
者
は

｢叙
｣
冒
頭
の

｢
山
川
の
雲
霧
有

-
､
草
木
の
華
寅
有
-
､
充
満
勃
密
と
し
て
､
外
に
見
れ
､
夫
れ
有
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る
無
か
ら
ん
と
欲
す
と
経
も
､
其
れ
得
べ
き
や
｡
｣
を
'
自
然
界
の

循
環
的
な
襲
化
の
な
か
に
､
永
遠
に
襲
化
を
超
越
し
た
不
轡
の
理
を

兄
い
だ
そ
う
と
す
る
も
の
､
と
解
揮
さ
れ
て
い
る
よ
-
だ
が
､
こ
れ

も
素
直
に
蔑
め
ば
､
文
学
を
創
作
す
る
者
が
自
然
の
景
物
に
感
興
を

著
し
､
そ
の
感
興
が
そ
の
心
中
に
充
満
し
､
｢為
さ
ざ
る
能
は
ざ
る
｣

不
可
避
の
結
果
と
し
て
､
文
学
と
し
て

｢外
に
見
れ
｣
る
､
と
い
-

文
学
創
作
の
過
程
を
噴
え
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ

う
｡

ま
た
筆
者
は
､
こ
の

｢南
行
前
集
叙
｣
の
冒
頭
の

｢美
音
之
馬
文

者
､
非
能
為
之
馬
工
､
乃
不
能
不
馬
之
馬
工
也
.

(夫
れ
昔
の
文
を
為

れ
る
者
は
'
能
-
之
が
籍
に
工
偽
る
に
非
ず
､
乃
ち
之
が
為
に
工
荒
ら
ざ
る

能
は
ざ
る
な
-
0)｣
が
､
蘇
絢

｢仲
兄
字
文
甫
説
｣

(嘉
拓
集
巻
十
五
)

の
､

然
-
と
両
も
此
の
二
物
は
山豆
に
文
に
求
む
る
有
ら
ん
や
｡
相
ひ

求
む
る
に
意
無
-
､
期
せ
ず
し
て
相
ひ
遭
ひ
､
而
し
て
文
生
ず
｡

是
れ
其
の
文
為
る
や
'
水
の
文
に
非
ざ
る
な
-
､
風
の
文
に
非

ざ
る
な
-
.
二
物
は
能
-
文
を
為
す
に
非
ず
､
而
し
て
文
を
篤

さ
ざ
る
能
は
ざ
る
な
-
｡
物
の
相
ひ
使
し
て
文
は
其
の
間
に
出

書

評

づ
る
な
-
､
故
に
日
-
'
此
れ
天
下
の
至
文
な
-
と
｡

を
言
い
換
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
察
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
非
常

に
興
味
深
い
指
摘
で
あ
る
が
､
同
様
の
指
摘
は
､
本
書
よ
-
早
-
'

既
に

一
九
八
五
年
に
顔
中
其
氏

『蘇
拭
論
文
聾
』

(北
京
出
版
社

中

国
古
典
文
蛮
理
論
叢
書
)
四
十
三
頁
の
同
叙
の
注
帯
の
中
に
見
え
'

顔

氏
の

『蘇
拭
論
文
蛮
』
は
､
本
書
末
尾
の

B
ibZiograph
y
に
そ
の

書
名
が
見
え
て
い
る
の
で
'
筆
者
の
考
察
は
こ
れ
を
鮭
承
さ
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
｡
顔
氏
と
筆
者
の
こ
の
考
察
は
､
蘇
拭
自

身
が
こ
の

｢南
行
前
集
叙
｣
の
績
-
部
分
で

｢自
少
聞
家
君
之
論
文
､

以
馬
古
之
聖
人
有
所
不
能
自
己
而
作
者
.

(少
き
自
-
家
君
の
文
を
論

じ
'
以
て
古
の
聖
人
は
自
ら
己
む
こ
と
能
は
ざ
る
所
有
-
て
作
れ
る
者
と
為

す
を
聞
け
-
｡)｣
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
で
あ
る
｡

し
か
し
こ
こ
で

一
つ
留
意
し
て
お
-
べ
き
は
､
蘇
拭
の

｢叙
｣
と

そ
の
も
と
と
な
っ
た
蘇
淘

｢仲
兄
字
文
甫
説
｣
の
両
者
に
お
け
る
､

｢文
｣
の
意
味
の
違
い
で
あ
-
'
筆
者
が
第
三
章
の
こ
れ
に
解
れ
た

部
分
で
､
蘇
絢
の

｢文
｣
を

p
attern
蘇
拭
の
場
合
を

w
rit
ing
と

詳
し
分
け
ら
れ
て
い
る
の
は
､
こ
れ
を
意
識
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
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五
十
五
～
五
十
六
京
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
､
他
に
従

っ
て

姿
を
襲
化
さ
せ
る
水
の
持
つ
不
撃
の
理
に
言
及
す
る

｢灘
滴
堆
賦
｣

と
､
作
為
を
も
た
ぬ
水
と
風
の
遭
遇
が
生
み
出
す
奨
化
に
富
ん
だ
形

態
を

｢
至
文
｣
と
許
す
る
蘇
油
の

｢仲
兄
字
文
甫
説
｣
と
を
並
べ
､

さ
ら
に
こ
の

｢南
行
前
集
叙
｣
に
着
日
す
る
な
か
で
､
こ
の

｢叙
｣

の
､
作
為
を
持
た
ぬ
内
面
の
自
然
な
現
れ
と
し
て
の
文
学
に
つ
い
て

の
記
述
に
も
､
同
様
に

｢
理
｣

へ
の
言
及
を
見
出
せ
る
の
で
は
な
い

か
､
と
筆
者
が
考
え
た
-
な
る
の
は
よ
-
理
解
で
き
る
が
､
少
々
強

引
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
O
む
し
ろ
､
自
己
の
作
品
の
作
為
の
無
さ
を

言
う

｢南
行
前
葉
叙
｣
と
､
千
襲
寓
化
す
る
水
の
有
す
る
理
を
言
う

｢灘
碩
堆
賦
｣
と
い
う
､

1
見
関
わ
ら
な
い
内
容
を
述
べ
る
と
思
わ

れ
る
文
章
が
､
先
行
す
る
蘇
油
の

｢仲
兄
字
文
甫
説
｣
の
記
述
､
も

し
-
は
｢自
評
文
｣
の
､
｢物
に
随
ひ
て
形
を
賦
す
｣
ゆ
え
に
自
由
に

姿
を
襲
化
さ
せ
る
と
い
-
､
水
の
性
質
を
自
分
の
文
の
喰
え
に
用
い

る
表
現
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
繋
が
-
を
持
つ
も
の
と
し

て
捉
え
ら
れ
る
､
と
考
え
る
ほ
う
が
'
よ
-
愛
皆
で
は
な
い
だ
ろ
-

か
｡さ

て
､
第
三
葺
に
つ
い
て
で
あ
る
が
､

こ
の
章

の

｢鳳
和
と
理

(inma
n
e
n
{

p
a
t
t
e

rn)
の
詩
｣
と
い
う
題
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
､

筆
者
は
こ
こ
で
も

｢
理
｣
に
つ
い
て
の
考
察
を
漬
け
て
お
ら
れ
る
｡

こ
こ
で
筆
者
は
､
鳳
糊
に
在
任
し
た
時
期
の
詩
の
底
流
に
あ
る
｢理
｣

の
意
識
を
考
察
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
､
引
用
さ
れ
る
詩
文
は
必
ず
し

も
鳳
糊
期
の
作
品
に
限
定
さ
れ
ず
､
既
に
前
章
で
引
用
さ
れ
た

｢南

行
前
集
叙
｣
､
｢浄
困
院
蓋
記
｣
(こ
れ
は
後
の
元
豊
三
年
､
湖
州
で
の
作

品
で
あ
る
｡)
が
ま
た
引
用
さ
れ
て
い
る
他
'
晩
年
の

｢答
愈
括
書
｣

｢答
謝
民
師
書
｣
｢東
城
書
停
｣
｢書
見
補
之
所
蔵
興
可
蓋
竹
園
｣
詩

を
引
い
て
論
を
進
め
て
お
ら
れ
る
の
で
､
筆
者
の
意
圏
は
､
鳳
和
期

に
限
定
さ
れ
な
い
､
蘇
餌
の
生
涯
を
通
じ
た

｢
理
｣
観
を
捉
え
る
こ

と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡

こ
こ
で
ま
ず
筆
者
は

｢答
愈
括
書
｣
(筆
者
は

｢愈
｣
を

｢飴
｣
と
表

記
し
て
い
る
が
'
諸
本
と
も

｢愈
｣
に
作
っ
て
い
る
｡)

｢答
謝
民
師
書
｣

に
つ
い
て
述
べ
'
両
者
の
『論
語
』
衛
蛋
公
の

｢節
達
而
己
臭
｡
｣
を

引
用
す
る
部
分
に
関
し
て
､
蘇
餌
が
文
学
制
作
を
､
物
の
持

つ

｢理
｣

を
捉
え
る
こ
と
､
そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
､
の
二
段
階
に
分
け
て
捉

え
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
指
摘
の
通
-
に
､
こ
の
二
通
の
書

の
表
現
は
､
蘇
拭
に
お
い
て

｢理
｣
の
問
題
が
文
学
制
作
の
方
法
､
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ひ
い
て
は
彼
の
文
学
論
と
深
-
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で

あ
ろ
う
｡
そ
れ
は
筆
者
が
既
に
第
二
章
で
､
蘇
拘

｢仲
兄
字
文
甫
説
｣

で
は
か
た
ち
ー
姿
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た

｢文
｣
を
､
蘇
餌
が

｢南
行
前
集
戯
｣
で
書
か
れ
た
も
の
の
意
味
に
襲
化
､
限
定
し
て
用

い
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
と
思
わ
れ
る
｡

さ
て
､
｢浮
田
院
董
記
｣
を
解
説
す
る
部
分
(八
十
四
頁
)
で
筆
者
は
､

蘇
賊
の
言
う

｢
理
｣
が
公
理
や
主
義
と
い
っ
た
抽
象
的
な
概
念
で
は

な
-
､
現
象
に
関
す
る
よ
-
現
賓
的
な
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
お
ら

れ
る
｡
確
か
に
､
著
者
が
引
用
さ
れ
た
数
多
-
の
蘇
拭
の
表
現
か
ら

も
､
蘇
拭
の
言
-

｢
理
｣
が
現
宴
的
な
知
覚
の
対
象
物
と
固
-
結
び

付
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
し
か
し
こ
の

｢理
｣

を
現
象
的
､
現
寛
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
い
切

っ
て
し
ま
う
の
は
､

少
し
行
き
過
ぎ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
蘇
餌
の

｢
理
｣
は
確
か
に
具

鮭
的
な
外
的
事
物
を
観
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
骨
得
さ
れ
る
も
の
と

表
現
さ
れ
て
い
る
が
､
そ
れ
は
そ
の
形
而
下
の
現
象
の
内
奥
に
存
在

す
る
､
よ
-
形
而
上
の
抽
象
的
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
た
し

か
に
筆
者
の
言
わ
れ
る
よ
-
に
､
そ
れ
は
公
理
や
主
義
の
よ
う
に
具

鰻
的
に
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
｡
し
か
し
そ
の

書

評

よ
う
な
形
で
表
現
さ
れ
な
い
､
あ
る
い
は
表
現
さ
れ
得
な
い
形
而
上

の
存
在
と
し
て
の

｢
理
｣
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
｡

例
え
ば
､
｢書
黄
道
輔
品
茶
要
録
後
｣
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
で

筆
者
は
､
あ
る
物
の
理
を
理
解
す
る
こ
と
は
､
物
が
そ
れ
に
よ
っ
て

千
襲
寓
化
の
中
に
存
在
す
る
方
法
を
理
解
す
る
こ
と
だ
と
述
べ
､
ま

た

｢
理
｣
は
表
面
的
な
現
象
襲
化
を
通
し
て
不
撃
の
も
の
だ
と
も
述

べ
て
お
ら
れ
る
｡
な
ら
ば
'
さ
ら
に
こ
の
｢害
黄
道
輔
品
茶
要
録
後
｣

の
冒
頭
の
､

物
に
珍
有
れ
ど
も
理
に
方
無
-
'
天
下
の
辞
を
窮
む
る
は
､
以

て

1
物
の
理
を
轟
-
す
に
足
ら
ず
｡
達
者
は
物
に
寓
し
て
以
て

其
の
辞
を
草
す
れ
ば
､
則
ち

一
物
の
襲
､
以
て
南
山
の
竹
を
轟

-
す
べ
L
o
学
者
は
物
の
極
を
観
､
而
し
て
物
の
表
に
済
べ
ば
､

則
ち
何
ぞ
求
め
て
得
ざ
ら
ん
｡
故
に
輪
片
は
行
年
七
十
に
し
て

新
輪
に
老
い
､
庖
丁
は
技
に
自
-
て
道
に
進
む
､
此
に
由
-
て

其
の
選
ぶ
な
-
0

と
い
-
部
分
が
､
限
定
さ
れ
た

1
物

へ
の
精
通
が
､
寓
物
に
普
遍
的

な
理
を
得
る
手
立
て
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
と
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
､

こ
の

｢
理
｣
が
形
而
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
明
で
き
る
の
で
は
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な
い
だ
ろ
う
か
｡

ま
た
筆
者
は
蘇
餌
が

｢
理
｣
の
問
題
に
お
い
て
現
寛
的
な
妥
協
鮎

を
兄
い
出
し
'
二
つ
に
分
け
て
考
え
て
い
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
(八

十
六
貢
)｡
こ
れ
は
､
蘇
鱗
が

一
方
で
現
象
に
封
す
る
無
意
識
の
反
鷹

か
ら
生
じ
る
文
学
制
作

(千
襲
寓
化
す
る
水
の
自
由
さ
に
喰
え
ら
れ
る
も

の
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
｡)
に
つ
い
て
述
べ
､
又

一
方
で
学
習
に
よ
る
修

得

(静
観
に
LLiる

｢理
｣
の
合
得
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
｡)
に
つ
い
て
並
べ

て
い
る
こ
と
を
指
す
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
こ
れ
は
､
筆
者
が
既
に

本
章
の
冒
頭
で
､
愈
括
と
謝
民
師
に
宛
て
た
書
に
つ
い
て
考
察
さ
れ

て
い
た
創
作
の
過
程
に
普
て
は
め
る
な
ら
ば
､
あ
る
限
定
さ
れ
た
封

象
を
静
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
倉
得
さ
れ
た

｢理
｣
は
､
あ
ら
ゆ
る

対
象
､
つ
ま
-
世
界
に
普
遍
的
な
も
の
で
あ
-
､
そ
の

｢理
｣
を
獲

得
し
た
作
者
は
自
由
に
千
襲
寓
化
す
る
文
学
作
品
を
生
み
出
す
こ
と

が
で
き
る
､
と
い
う
よ
う
に
､
関
連
し
た

一
緒
き
の
も
の
と
し
て
考

え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

本
章
の

｢理
｣
に
関
す
る
考
察
の
最
後
に
見
え
る
､
｢浄
因
院
董

記
｣
｢
王

経典
遺
子

蓋
｣
詩
の
表
現
に

悌教

的背景

が
存
在
す
る
と

い
う
指

摘
(九
十
頁
)
に
は
､
無

論
賛
同
す
る
が
､こ

れ
ら
が
華
厳
経

の

｢事
事
無
凝
｣
､
ま
た
全
て
の
現
象
を
空
で
あ
る
と
す
る
考
え
方

に
な
ら
う
も
の
だ
と
簡
単
に
虞
理
さ
れ
て
い
る
の
は
ど
う
だ
ろ
う
か
｡

沸
教
の
教
理
に
つ
い
て
は
評
者
も
明
る
-
な
い
の
で
､
こ
れ
に
代
わ

る
解
樺
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
が
､
蘇
餌
の

｢
理
｣
と
悌
教
と
の

関
わ
-
は
'
も

っ
と
複
雑
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
今
後
さ
ら

に
考
察
さ
れ
る
べ
き
問
題
鮎
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡

さ
て
､
こ
の
よ
う
に
第
二
章
'
第
三
章
で
取
-
上
げ
ら
れ
て
い
た

｢
理
｣
の
問
題
に
つ
い
て
長
々
と
述
べ
て
き
た
が
､
筆
者
は
本
書
に

お
い
て
'
こ
の

｢
理
｣
の
問
題
の
考
察
に
か
な
-
重
鮎
を
置
か
れ
て

お
-
､
筆
者
の
蘇
拭
の
詩
文
の
讃
み
の
方
法
､
傾
向

の
特
色
と
言

-
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

ま
た
､

本
書
の
上
梓
の
後
､
筆
者
は

"
P
ulSu
ln
g
the
C
om
p
te
t
e

B

am
b
oo
in
the
B

reast
･･
R
e
･

A

e
c
t
i
o

ns
on
a

C
tassicat
C
h
inese
Im
age
for

im
m
edi
acy

(H
A
R

V
A
R
D

J
O
U

R
N
A
L

O
F

A
SI
A
T
I
C

ST
U
D
t
E

S
5

3
I
t

J
u
n
e

t9
9
3)
と
い
-
論
文
を
賛
表
さ
れ
て
お
-
､

こ
こ
で
は
蘇
餌

の
詩
文

を
題
材
と
し
て
､
中
国
の
古
典
的
詩
作
に
お
け
る

｢情
｣
と

｢景
｣

と
の
関
係
を
､
西
洋
の
詩
論
と
比
較
し
な
が
ら
考
察
さ
れ
て
い
る
｡

こ
れ
は
本
書
で
展
開
さ
れ
て
い
た
､
｢
理
｣
と
文
学
創
作
の
関
係
に
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関
す
る
考
察
を
艦
承
す
る
も
の
で
あ
-
､
こ
の
テ
ー
マ
に
封
す
る
筆

者
の
問
題
意
識
の
強
さ
を
推
測
さ
せ
る
｡

次
に
第
四
章
に
話
を
移
そ
う
｡
こ
の

｢杭
州
-
虞
が
る
輪
｣
と
名

付
け
ら
れ
た
章
で
筆
者
は
､
杭
州
通
判
期
の
蘇
銭
が
証
骨
的
存
在
と

し
て
の
意
識
を
強
め
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
､
こ
れ
と
詩
の
題
材

の
多
様
化
と
措
寓
方
法
の
奨
化
､
ま
た
詞
の
制
作
の
開
始
と
の
関
連

を
模
索
さ
れ
て
い
る
｡

筆
者
が
百
四
十
五
貢
で
紀
的
の
許
文
を
引
用
し
て
述
べ
て
お
ら
れ

る
よ
う
に
､
確
か
に
こ
の
時
期
の
蘇
覇
の
詩
作
は
､
多
様
な
題
材
を

機
知
に
富
ん
だ
比
境
を
弄
し
て
表
現
す
る
傾
向
に
あ
-
'
封
象
を
い

か
に
斬
新
に
表
現
す
る
か
に
強
い
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
反
面
､

他
の
時
期
に
見
ら
れ
る
よ
-
な
自
己
の
内
面
の
菖
藤
や
理
念
を
直
接

に
表
現
す
る
詩
作
品
は
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
紀
均
は
社
交
詩

が
大
多
数
で
あ
る
こ
の
時
期
の
詩
作
に
対
し
て
'
思
想
的
に
底
が
構

い
と
し
て
批
判
的
な
の
だ
が
､
本
書
の
筆
者
の
考
察
も
､
こ
の
時
期

に
関
し
て
は
'
｢
理
｣
等
の
思
想
と
の
関
わ
-
に
は
重
き
を
置
か
ず
､

社
交
詩
と
し
て
の
側
面
､
詞
の
制
作
の
開
始
と
詩
表
現
と
の
関
係
､

ま
た
は
措
寓
技
術
の
刷
新
等
の
面
を
重
税
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
｡

書

評

し
か
し
'
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
関
す
る
考
察
の
中
で
､
筆
者
は
時
折
､

表
現
の
背
後
に
､
鳳
糊
期
に
見
ら
れ
た

｢
理
｣
を
探
求
す
る
姿
勢
が

引
き
唐
き
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
､
こ
の
時
期

の

｢
理
｣
親
の
猪
自
性
ま
で
突
き
つ
め
て
は
考
察
さ
れ
て
い
な
い
よ

う
で
あ
る
｡

常
時
の
中
央
で
は
新
法
の
勢
力
が
強
ま
-
､
蘇
餌
は
そ
れ
に
対
立

す
る
立
場
に
あ

っ
た
の
だ
か
ら
､
世
間
の
一
員
で
あ
る
自
己
の
あ
-

方
に
関
し
て
､
蘇
拭
に
内
面
的
葛
藤
が
な
か
っ
た
と
は
言
え
ま
い
.

普
時
の
蘇
鱗
に
と
っ
て
新
た
な
題
材
を
機
知
に
富
ん
だ
技
法
を
駆
使

し
て
表
現
す
る
こ
と
は
､
そ
の
内
奥
に
い
か
な
る
意
味
を
潜
め
て
い

た
の
だ
ろ
-
か
｡
こ
れ
は
難
し
い
問
題
で
あ
る
が
､
筆
者
の
見
解
を

い
-
ら
か
述
べ
て
は
し
か
っ
た
｡

又
､
百
六
十
三
頁
の

T
h
e
P
op
u-ar
Sty-es
の
項
で
筆
者
は
､

都
市
杭
州
の
影
馨
と
し
て
四
鮎
を
示
し

､
そ
の
三
鮎
目
に

｢寺
院
訪

問
詩
に
併
教
理
諭
の
影
響
｡
g
a
i
h
a

の
よ
-
な
韻
文
の
制
作
｡
｣
を

挙
げ
て
お
ら
れ
る
｡
こ
こ
で
､

他
の
三
鮎
に
つ
い
て
は
､
本
章
の
以

下
の
部
分
で
例
詩
を
引
い
て
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
､

こ
の
鮎
に
関
し
て
は
あ
ま
-
説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
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は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
や
は
-
こ
れ
に
つ
い
て
も
説
明
と
､
幾
ら
か
の

見
解
を
示
し
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
｡
杭
州
連
判
期
の
蘇
銭
は
頻
繁

に
方
々
の
寺
院

へ
出
か
け
､
恰
侶
達
と
の
交
流
を
深
め
て
お
-
､
そ

こ
か
ら
得
た
も
の
は
多
大
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
蘇
餌
が
何
を
求

め
'
何
を
得
た
の
か
は
'
常
時
の
蘇
餌
の
内
面
を
知
る
大
き
な
手
が

か
-
と
な
る
だ
ろ
う
｡

筆
者
が
本
章
の
考
察
の
主
眼
と
さ
れ
て
い
る
表
現
の
考
察
に
関
し

て
は
､
興
味
深
い
指
摘
が
多
-
見
ら
れ
た
が
､
そ
の
中
で
も
百
七
十

六
～
九
頁
で
､
｢法
恵
寺
横
翠
閣
｣
詩
の
状
況
設
定
が
六
朝
期
以
来

の
柴
府
詩
の
春
愁
を
述
べ
る
も
の
と
同
質
で
あ
-
､
こ
の
詩
は
さ
ら

に
李
堤
の
詞
の
表
現
を
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
さ
せ
て
讃
む
事
が
で
き
る

と
い
う
指
摘
に
興
味
を
引
か
れ
た
｡
筆
者
は
百
五
十

1
頁
で
も
､
詞

の
制
作
開
始
を
常
時
の
詩
作
品
に
お
け
る
禁
府
詩
的
構
成
の
多
用
と

関
連
付
け
て
お
ら
れ
､
こ
の
時
期
の
詩
と
詞
の
関
係
を
考
え
る
上
で

1
つ
の
示
唆
を
典
え
る
も
の
で
あ
る
O

第
五
章

｢生
活
を
内
省
す
る
知
事
-

密
州
'
徐
州
､
湖
州
の
蘇

拭
｣
で
筆
者
は
､
密
州
期
の

｢懐
西
湖
寄
晃
美
叔
父
同
年
｣
｢西
暦
｣

等
の
詩
に
､
現
資
の
経
験
を
そ
の
ま
ま
具
膿
的
に
示
す
こ
と
よ
-
も
､

そ
れ
ら
の
景
物
を
内
化
し
'
内
的
な
論
理
を
述
べ
よ
う
と
す
る
姿
勢

の
存
在
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
特
に

｢
西
斎
｣
詩
を
昔
時
に
お
い
て

特
徴
的
な
作
品
と
捉
え
る
こ
と
に
は
同
感
で
あ
る
が
､
こ
れ
を
た
だ
､

杭
州
期
の
詩
よ
-
も
鳳
和
期
の
作
風
に
近
い
が

｢鳳
和
八
観
｣
の
よ

う
な
放
逸
さ
を
持
た
な
い
と
い
-
よ
う
に
､
前
の
時
期
と
比
較
す
る

の
み
で
な
-
'
蘇
餌
の
内
省
の
表
出
と
い
う
鮎
か
ら
も
さ
ら
に
述
べ

て
は
し
か
っ
た
｡

ま
た
､
徐
州
期
に
着
い
て
述
べ
た
部
分
の
う
ち

｢詩
の
純
化
｣
と

題
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
は
､
筆
者
は

｢講
孟
郊
詩
二
首
｣
が
､
蘇
拭
自

身
と
は
対
照
的
な
孟
邦
の
詩
作
の
態
度
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
を
通

じ
て
､
普
時
の
蘇
拭
の
詩
作
､
及
び
現
責
に
封
す
る
態
度
を
考
察
さ

れ
て
い
る
｡

そ
も
そ
も
､
蘇
餌
が

｢讃
孟
郊
詩
｣
と
い
う
詩
を
作
-
､
孟
郊
の

詩
作
を
自
己
の
詩
の
題
材
に
取
-
上
げ
た
こ
と
自
腹
が
､
孟
郊
の
詩

作
に
封
す
る
蘇
輔
の
関
心
の
強
さ
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
O

こ
こ
で
こ
の
二
首
の
詩
か
ら
筆
者
は
､
蘇
銭
の
'
孟
郊
の
詩
作
が
韓

愈
の
よ
-
な
放
逸
さ
を
持
た
ず
､
自
己
の
悲
哀
に
耽
溺
す
る
傾
向
に

あ
る
こ
と
に
封
す
る
批
判
を
讃
み
取
-
､
こ
の
蘇
鱗
が
孟
郊
の
態
度
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を
感
情
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
失
す
る
も
の
と
し
て
批
判
す
る
の
は
'

｢超
然
蔓
記
｣
で
展
開
し
た
､
有
限
の
外
物
が
自
己
の
思
考
や
感
情

を
侵
す
こ
と
を
許
さ
な
い
態
度
に
非
常
に
近
い
も
の
だ
と
述
べ
て
お

ら
れ
る
｡
確
か
に
､
こ
の

｢讃
孟
郊
詩
二
首
｣
で
蘇
鱗
は
､
孟
郊
が

自
己
の
悲
し
み
に
浸
-
､
悲
し
み
の
中
で
詩
作
す
る
態
度
を
自
己
と

相
入
れ
ぬ
も
の
と
し
て
批
判
し
て
い
る
の
だ
が
'
こ
こ
で
の
蘇
鱗
の

批
判
の
中
心
は
､
孟
郊
の
悲
哀
す
る
自
己
自
身
に
耽
溺
す
る
傾
向
に

あ
-
､
外
物
に
よ
っ
て
精
神
の
安
定
を
乱
さ
れ
る
こ
と
か
ら
逃
れ
よ

う
と
す
る

｢超
然
蔓
記
｣
の
主
張
と
は
'
少
し
問
題
を
異
に
す
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

特
に
こ
の

｢讃
孟
郊
詩
二
首
｣
の
二
首
目
の
表
現
か
ら
は
､
蘇
餌

の
孟
郊
の
詩
風
に
封
す
る
考
え
を
明
確
に
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
つ
ま
-
'
六
㌧
七
旬
日
の
｢詩
徒
肺
肺
出
､
出

師
愁
肺
腺
｡
(詩
は
肺
臓
従
-
出
で
'
出

づ

れ
ば
翫
ち
肺
臓
を
愁
へ
し
む
｡)｣

と
い
う
表
現
は
､
悲
哀
か
ら
詩
が
生
ま
れ
､
ま
た
そ
の
詩
が
自
己
を

さ
ら
な
る
悲
哀
に
至
ら
し
め
る
と
い
う
､
救
い
の
な
い
自
己
の
悲
哀

の
中
で
の
堂
々
巡
-
の
状
態
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
し
､
さ
ら
に
綬

-
八
､

九
旬
日
で
は
'
｢有
如
黄
河
魚
､
出
膏
以
自
煮
｡

(黄
河
の
魚

書

評

の
'
膏
を
出
し
て
以
て
自
ら
煮
ら
る
る
が
如
き
有
-
0)｣
と
比
境
を
用
い

て
､
い
-
ら
か
の
皮
肉
を
込
め
な
が
ら
､
こ
の
よ
う
な
状
態
の
自
虐

性
を
指
摘
し
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
な
状
態
は
､
蘇
餌
が
理
想
と
す
る
詩
作
の
態
度
と
は
相

反
す
る
も
の
で
あ
-
､
そ
れ
は
冒
頭
の

｢我
恰
孟
邦
語
｣
が
端
的
に

表
現
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
さ
ら
に
'
九
､
十
旬
日
以
降
で

｢銅

斗
歌
｣
(｢迭
淡
公
十
二
首
｣
を
指
す
)
を
挙
げ
'
｢都
僅
頗
近
古
(部
僅

頗
る
古
に
近
し
)｣
と
評
す
る
の
は
､
従
来
の
孟
郊
の
詩
風
と
は
異
な

る
力
強
さ
を
持
つ
､
自
己
の
理
想
と
す
る
詩
風
に
近
い
詩
の
例
と
し

て
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
こ
こ
で
言
う
､
力
強
-
､
よ
-
自
由
な

気
分
を
有
し
た
蘇
拭
自
身
の
好
む
詩
風
と
い
う
の
は
､
む
し
ろ

｢超

然
墓
記
｣
よ
-
も
､
筆
者
も
既
に
本
書
の
前
の
部
分
で
引
用
さ
れ
て

い
る

｢自
評
文
｣
等
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
､
自
由
に
姿
を
襲
化
さ
せ
､

躍
動
す
る
水
に
愉
え
ら
れ
る
蘇
拭
自
身
の
詩
文
の
性
格
と
結
び
付
-

も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

さ
て
､
終
章
の
第
六
章

｢東
城
居
士
｣
で
筆
者
は
､
黄
州
流
詞
期

の
詩
の
清
澄
で
明
解
な
論
理
性
に
言
及
し
､
特
に

｢東
城
八
首
｣
の

表
現
に
つ
い
て
は
全
篇
を
引
用
し
っ
つ
'
そ
の
内
容
を
細
か
-
考
察
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さ
れ
て
い
る
｡

こ
こ
で
筆
者
は
こ
の
八
首
が
蘇
覇
の
流
講
生
活

へ
の

適
鷹
の
ド
キ

ュ
メ
ン
ト
で
あ
-
'
彼
が
､
耕
作
と
い
う
本
来
な
ら
ば

士
大
夫
的
な
ら
ざ
る
苦
労
に
意
義
を
兄
い
出
す
に
至
る
過
程
を
記
し

た
も
の
と
捉
え
て
お
ら
れ
る
｡
ま
た
筆
者
は
､
本
書
の
前
牛
の
鳳
糊

期
の
考
察
で
既
に
取
-
上
げ
ら
れ
た
､
観
察
に
よ
っ
て
､
自
然
物
の

成
長
の
な
か
に
理
を
見
出
そ
う
と
す
る
姿
勢
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
､
こ
の
八
首
の
詩
､
及
び
黄
州
期
の
作
品
が
､
よ
-
素
朴
に
､

耕
作
等
に
よ
っ
て
自
然
物
の
中
に
感
じ
る
喜
び
を
表
現
し
よ
-
と
す

る
傾
向
を
示
す
と
考
え
て
お
ら
れ
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
｢東
城
八
首
｣

が
､

以
前
の
近
似
の
題
材
を
扱
う
作
品
で
は
主
題
と
さ
れ
て
い
た

｢
理
｣
の
観
照
を
表
面
に
出
し
て
い
な
い
こ
と
は
､
蘇
拭
の
思
考
傾

向
の
襲
化
を
推
察
さ
せ
る
も
の
で
あ
-
､
筆
者
の
指
摘
に
は
十
分
の

意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
で
は
､
こ
こ
で
蘇
餌
は
東
城
で
の
耕
作

の
経
緯
を
記
し
っ
つ
､
何
を
表
現
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
｡
筆
者
は

よ
-
素
朴
な
喜
び
を
表
現
し
て
い
る
と
し
て
お
ら
れ
る
が
､
果
た
し

て
そ
れ
だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡
全
鰹
を
通
し
て
見
る
と
､
蘇
餌
は
､

第

一
首
目
で
悲
哀
の
中
に
あ
る
孤
猶
な
旋
人
と
い
う
､
流
講
者
の
俸

銃
的
な
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
沿

っ
た
自
己
の
姿
を
表
現
し
た
後
､
二
､

三
首
目
で
は
､
筆
者
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
､
地
質
'
友
人
､

幸
運
等
の
外
的
な
要
因
の
な
す
が
ま
ま
に
任
せ
よ
う
と
す
る
態
度
を

描
寓
し
て
さ
ら
に
五
首
目
で
は
農
夫
か
ら
耕
作
の
方
法
を
学
ぶ
こ
と

を
､
そ
の
後
の
六
､
七
､
八
首
目
で
は
友
人
と
の
関
わ
-
や
､
よ
-

社
合
的
な
鹿
が
-
を
持

っ
た
も
の
と
し
て
､
耕
作
す
る
自
己
を
表
現

し
て
い
る
｡

つ
ま
-
流
講
地
黄
州
で
耕
作
す
る
蘇
拭
は
､
失
意
の
流

話
者
と
し
て
閉
ざ
さ
れ
た
悲
哀
に
沈
む
こ
と
か
ら
逃
れ
､
こ
の
よ
う

な
立
場
に
あ

っ
て
も
､
周
過
の
人
物
'
祉
合
と
の
繋
が
-
を
保
ち
な

が
ら
､
自
己
の
外
か
ら
来
る
要
因
を
受
け
入
れ
､
精
神
の
平
静
を
得

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
､

こ
れ
は
自
然
物
の
襲
化
を
凝
親
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
を
見
出
そ
う

と
す
る
姿
勢
が
､
自
己
内
部

へ
侵
入
し
よ
う
と
す
る
傾
向
に
あ

っ
た

の
と
は
､
性
格
を
異
に
す
る
よ
-
外
向
的
な
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
｡ま

た
筆
者
は
､
自
己
の
耕
作
を
記
し
た
こ
の
連
作
詩
が
､
陶
淵
明

の

｢蹄
園
田
居
｣
等
に
始
ま
る
ジ
ャ
ン
ル
に
あ
て
は
ま
る
も
の
と
し

て
意
識
的
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
察
さ
れ
て
い
る
が
､
こ

の
蓮
作
詩
に
つ
い
て
は
､
｢東
城
｣
と
い
う
題
そ
の
も
の
が
蓮
悪
さ
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せ
る
自
居
易
と
の
関
係
､
及
び
'
詩
中
で
何
度
も
用
い
ら
れ
る
杜
甫

の
詩
を
典
接
と
す
る
表
現
か
ら
窺
わ
れ
る
杜
甫
と
の
関
係
を
も
指
摘

す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

い
さ
さ
か
あ
ら
探
し
的
な
批
評
に
終
始
し
て
し
ま

っ
た
が
､
本
書

全
を
通
じ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
､
作
品
を
よ
-
諌
み
込
ん
だ
詳
細
な

考
察
を
読
み
進
め
て
い
-
と
､
筆
者
が
常
に
蘇
餌
の
作
品
と

｢
理
｣

と
の
関
わ
-
に
､
強
い
問
題
意
識
を
持

っ
て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ

る
｡
そ
れ
は
杭
州
通
刑
期
の
よ
う
に
､
詩
の
表
面
で

｢理
｣
に
言
及

す
る
こ
と
が
少
な
い
時
期
を
論
じ
る
部
分
に
お
い
て
も
､
底
流
と
し

て
存
在
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
蘇
覇
の
よ
う
に
'
詩
に
お
い
て
も
議

論
や
抽
象
的
な
概
念
を
展
開
す
る
こ
と
の
多
い
詩
人
の
作
品
を
恵
む

場
合
､
｢
理
｣
と
の
関
わ
-
か
ら
考
察
を
進
め
る
こ
と
は
､

一
つ
の

有
意
義
な
方
法
で
あ
ろ
う
し
､
本
書
で
も
十
分
な
成
果
を
上
げ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
｡
讃
み
な
が
ら
蘇
銭
の

｢
理
｣
の
捉
え
方
に
つ
い
て
'

多
-
の
こ
と
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
｡
筆
者
が
本
書
で
は
取
-
上

げ
ら
れ
な
か
っ
た
黄
州
以
後
の
蘇
餌
の
作
品
に
つ
い
て
も
､
同
様
の

親
鮎
を
も
と
に
さ
ら
に
考
察
を
進
め
ら
れ
､
そ
の
成
果
を
公
表
し
て

-
だ
さ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
｡

(湯
湧
陽
子
)

書

評

丸
尾
常
吉

『魯
迅

｢人
｣
｢鬼
｣
の
葛
藤
』

東
京

岩
波
書
店

一
九
九
三
年
十
二
月

三
三
五
頁

■

魯
迅
の
作
品
に
は
紹
興
の
土
の
に
お
い
が
し
み
つ
い
て
い
る
｡
そ

れ
も
､
数
千
年
に
わ
た
る
歴
史
の
な
か
で
醸
し
出
さ
れ
た
か
び
臭
い

に
お
い
で
あ
る
｡
紹
興
に
は
夏
王
朝
の
始
租
と
い
わ
れ
る
高
を
祭

っ

た
廟
が
あ
-
､
春
秋
時
代
に
は
越
王
勾
践
が
こ
こ
に
国
都
を
定
め
て

い
る
｡
そ
こ
は
､
か
つ
て
江
南
地
方
を
と
-
し
き
っ
た
枢
要
の
地
の

一
つ
で
あ

っ
て
､
古
来
'
多
-
の
人
材
を
輩
出
し
た
(
人
文
の
淵
薮
)

で
も
あ

っ
た
O

魯
迅
は
そ
う
し
た
古
都
に
奮
家
の
嫡
子
と
し
て
生
ま
れ
､
そ
の
こ

ろ
は
ま
だ
､
高
級
官
吏

へ
の
登
龍
門
で
あ

っ
た
科
挙

へ
の
鷹
試
を
目

的
と
す
る
受
験
勉
強
に
励
ん
だ
｡
だ
が
､
常
時
は
す
で
に
政
権
の
屋

董
骨
が
崩
れ
か
け
て
い
た
清
朝
の
末
期
で
あ
-
､
彼
も
そ
の
よ
う
な

時
代
の
風
潮
の
も
と
で
､
新
式
の
学
校
に
修
学
の
道
を
求
め
､
新
し

い
学
問
を
め
ざ
し
て
日
本

へ
留
学
す
る
こ
と
に
な
る
｡
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