
中
国
文
畢
報

第
五
十
耕

瞭
然
詩
式
の
構
造
と
理
論

興

膳

宏

京
都

大
牢

中
庸
の
詩
骨
唆
然

(七
二
〇
～
七
九
三
)
の

『詩
式
』
は
､
唐
代
の

代
表
的
な
詩
論
と
し
て
､
今
日
な
お
中
国
文
学
理
論
史
上
に

1
定
の

位
置
を
占
め
て
い
る
が
､
厳
密
な
テ
ク
ス
ト
ク
リ
テ
ィ
ッ
ク
に
基
づ

①

-
本
文
は
､
い
ま
だ
に
確
立
さ
れ
て
い
な
い
恨
み
が
あ
る
｡
『詩
式
』

に
は
､
五
巻
本
と

一
巻
本
が
あ
-
､
両
者
の
内
容
に
は
か
な
-
の
ち

が
い
が
あ
る
｡
『新
鹿
書
』
重
文
志
､
『
崇
文
維
目
』
､
『
直
蘭
書
録
解

題
』
'
『宋
史
』
重
文
志
な
ど
､
宋
元
ま
で
の
主
要
な
書
目
で
は
､
す

べ
て
五
巻
の
書
と
し
て
著
録
さ
れ
る
｡
現
行
五
巻
本
の

｢中
序
｣
に

は
､
頃
然
自
ら

｢助
成
五
奄
｣
と
記
し
て
い
る
の
で
､
こ
の
書
が
元

来
五
巻
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
な
の
だ
が
'
残
念
な
が
ら
宋
本
の
よ

-
な
古
い
時
期
の
版
本
は
な
-
､
い
ま
も
っ
ぱ
ら
行
な
わ
れ
て
い
る

五
巻
本
は
清
の
陸
心
源
(
一
八
三
四
～

一
八
九
四
)
の
刊
行
し
た
十
寓
巻

槙
叢
書
本
で
あ
る
O
張
少
康
氏
の
｢絞
然
《
詩
式
》
版
本
新
議
｣
(『国

学
研
究
』
第
二
雀
'
1
九
九
四
年
)
に
よ
れ
ば
､
北
京
囲
書
館
に
は
､
三

種
の
明
清
五
巻
本

『
詩
式
』
の
抄
本
が
戒
さ
れ
て
お
-
､
明
の
嘉
靖

初
年
に
は
す
で
に
五
巻
本
が
流
俸
し
て
い
た
こ
と
が
､
そ
の
撰
文
か

ら
明
ら
か
で
あ
る
と
い
う
｡
現
在
の
五
巻
本
が
ど
こ
ま
で
遡
れ
る
か

は
､
『詩
式
』
研
究
の
1
つ
の
課
題
と
い
っ
て
よ
い
O

も
う

1
つ
の
系
統
で
あ
る
1
巻
本
は
､
『績
百
川
寧
海
』
'
『
説
邦
』

(百
二
十
巻
本
)'
『
歴
代
詩
話
』
等
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
､
五
巻
本

に
比
べ
て
か
な
-
項
目
数
が
減
少
し
て
お
-
､

一
種
の
簡
本
と
も
い

う
べ
き
内
容
に
な
っ
て
い
る
｡
『
四
庫
提
要
』
集
部
詩
文
評
類
存
目

に
も
'
や
は
-

一
巻
の
書
と
し
て
著
錬
さ
れ
て
い
る
｡
但
し

『
四
庫

提
要
』
は
､
著
者
攻
然
が
天
賓

･
大
暦
間
の
人
で
あ
-
な
が
ら
､
引

用
さ
れ
る
詩
句
が
賀
知
章

･
李
白

･
王
昌
齢
な
ど
近
い
時
代
の
詩
人

の
作
を
交
え
る
こ
と
に
疑
い
を
懐
き
､
｢疑
う
ら
-
は
原
書
散
伏
せ

る
に
､
好
事
老
援
拾
し
て
之
を
補
う
な
-
｣
と
述
べ
て
､

一
巻
本
が

す
で
に
本
来
の
形
態
を
失
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡

い
ず
れ
に
せ
よ
､

五
巻
本
も

一
巻
本
も
､
『詩
式
』
の
明
以
前
の
停

存
状
態
が
全
-
不
明
で
あ
る
た
め
に
､
こ
の
書
の
原
初
の
形
と
ど
の
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よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
に
つ
い
て
は
､
ほ
と
ん
ど
手
が
か
-
が
得
ら

れ
な
い
と
い
う
の
が
資
状
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
こ
こ
に
第
三
の
テ
ク
ス
ト
と
も
い
う
べ
き
､
も
う

一

種
の

『詩
式
』
が
あ
る
｡
そ
れ
は
､
宋

･
陳
腐
行
撰

『吟
菌
薙
録
』

五
十
雀
の
奄
八
か
ら
奄
十
の
半
ば
ま
で
を
占
め
る

『詩
式
』
(以
下
'

吟
菌
本
と
略
解
す
る
O
『吟
箇
経
線
』
は
'
内
閣
文
庫
戒
明
嘉
靖
四
十
年
刊
本

②

を
用
い
る
)
で
あ
る

｡

吟
腐
本

『詩
式
』
は
､

一
巻
本
に
は
な
い
多

-
の
項
目
を
有
す
る
と
と
も
に
､
各
項
目
の
内
容
は
お
お
む
ね
著
し

-
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
｡
刊
行
年
代
が
古
い
と
は
い
い
な
が
ら
､
こ

れ
が
原

『詩
式
』
の
形
を
俸
え
て
い
る
と
は
到
底
い
え
な
い
｡
し
か

し
､

『吟
顔
雑
録
』
に
収
載
さ
れ
る
他
の
詩
論
書
､

た
と
え
ば
鍾
燦

『詩
品
』
や
殿
播

『河
岳
英
雲
集
』
な
ど
に
つ
い
て
も
､
同
様
の
簡

略
化
が
共
通
し
て
窺
え
る
の
で
あ
-
､
決
し
て

『詩
式
』
だ
け
に
つ

い
て
不
嘗
な
虞
遇
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
｡
た
だ

､

そ
う
し
た
不
備
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
『吟
菌
雅
録
』
は
他
書

に
な

い

貴
重
な
侠
文
を
収
め
て
い
る
こ
と
も
奉
賛
で
あ
-
､
ま
た
全
書
の
輪

郭
を
紡
梯
さ
せ
る
よ
う
な
手
が
か
-
を
し
ば
し
ば
提
供
し
て
-
れ
る

と
い
う
利
鮎
も
あ
る
｡
こ
こ
で
も
'
吟
腐
本
の
そ
う
し
た
特
色
を
生

攻
然
詩
式
の
構
造
と
理
論

(輿
膳
)

か
し
っ
つ
､
『詩
式
』
の
原
型
を
模
索
し
て
い
き
た
い
｡

と
こ
ろ
で
『吟
顔
雑
録
』
に
は
､
敏
然
漢
の
詩
論
書
と
し
て
､
『詩

式
』
の
は
か
に
'
『詩
議
』
と
題
さ
れ
る
も
う

一
種
の
書
が
奄
七
に
収

載
さ
れ
て
い
る
｡

『詩
議
』
の

｢評
論
｣
の
項
目
を
見
る
と
､

面
白

い
こ
と
に
'
現
行
の
五
巻
本

･
一
巻
本
の

『詩
式
』
の
内
容
と
封
鷹

す
る
と
こ
ろ
の
多
い
こ
と
に
束
が
つ
-
｡
さ
ら
に
興
味
を
引
か
れ
る

の
は
､
吟
腐
本
の

『詩
式
』
と

『詩
議
』
の

｢評
論
｣
と
が
､
ほ
ぼ

全
て
の
項
目
に
わ
た
っ
て
､
別
表
の
よ
-
に
互
い
に
補
い
あ
う
関
係

に
あ
る
と
い
う
事
貴
で
あ
る
｡
両
者
を
合
わ
せ
た
項
目
数
は
､

一
巻

本

『詩
式
』
を
大
き
-
上
回
っ
て
､
五
巻
本
の
項
目
数
に
ほ
ぼ
近
-
､

ま
た
そ
れ
ら
の
項
目
の
名
稀
と
内
容
は
'
五
巻
本

･
一
巻
本
に
共
通

し
て
封
鷹
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
｡
各
項
目
の
の
順
序
に
し
て
も
､
吟

菌
本

『詩
式
』

『詩
議
』
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
で
の
排
列
が
､

現
行
木

南

『詩
式
』
で
の
排
列
と
ほ
と
ん
ど
食
い
違
う
と
こ
ろ
の
な
い
こ
と

が
注
目
さ
れ
る
｡
も
し
吟
腐
本
が

『詩
式
』
と

『詩
議
』
の
古
い
形

を
暗
示
し
て
い
る
と
す
れ
ば
､
現
行
の
五
巻
本

『詩
式
』
は
､
本
来

の

『詩
式
』
と

『詩
議
』
を
合
わ
せ
て
'
唆
然
の

｢中
序
｣
や
宋
代

の
各
書
目
に
い
う
と
こ
ろ
の
五
巻
本
の
形
態
に
再
編
し
た
も
の
か
も
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知
れ
ぬ
と
い
う
想
像
も
成
-
立
つ
で
あ
ろ
う
d
そ
し
て

一
巻
本
は
､

恐
ら
-
原
五
巻
本
の
主
要
な
理
論
だ
け
を
摘
ん
で
ま
と
め
た
簡
本
と

見
て
よ
い
｡

で
は
､
『
吟
腐
雑
録
』
が
収
め
る

『詩
議
』
と
は
い
か
な
る
書
か
｡

『
詩
議
』
を
著
録
す
る
書
目
と
し
て
は
､
た
だ

一
つ
陳
振
孫

『
直
蘭

書
録
解
題
』
が
あ
-
､
そ
の
奄
二
十
二
文
史
類
に
､

『詩
式
』
五
巻

と
並
列
し
て

『詩
議
』

一
巻
の
名
が
見
え
､
そ
の
蘭
書
の
内
容
を
概

括
し
て
､
｢十
九
字
を
以
て
詩
の
鰹
を
括
る
｣
と
記
さ
れ
て
い
る
｡

｢十
九
字
｣
と
は
'
表
の
26

｢折
渡
有

一
十
九
字
｣
を
指
す
｡
『

詩

式
』
以
外
の
敏
然
の
詩
論
書
と
し
て
､
『新
鹿
書
』
重
文
志
に
は
『

詩

評
』
三
巻
が
録
さ
れ
る
｡
同
じ
書
が
李
肇

『磨
国
史
補
』
や
辛
文
房

『
唐
才
子
俸
』
に
も
や
は
-
三
巻
と
し
て
見
え
､
鄭
樵

『
通
志
』
や

『宋
史
』
重
文
志
で
は

一
巻
と
し
て
著
錬
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､

こ
れ
が

『詩
議
』
と
同

一
の
書
か
否
か
に
つ
い
て
は
､
全
-
手
が
か

-
が
得
ら
れ
な
い
｡

鮫
然
に

『詩
議
』
と
題
す
る
著
作
の
あ
っ
た
こ
と
は
､
よ
-
古
-

空
海

『文
鏡
秘
府
論
』
に
同
書
が
引
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら

れ
る
o

同
書
東
雀
の

｢
二
十
九
種
封
｣
､
す
な
わ
ち
二
十
九
種
寿
の

映
然
詩
式
の
構
造
と
理
論

(興
膳
)

封
句
が
列
畢
さ
れ
る
う
ち
の
､
第
十
八
隣
近
封
か
ら
第
二
十
五
仮
封

ま
で
の
八
種
の
対
句
は
'
｢唆
公
詩
議
よ
-
出
づ
｣
と
注
記
が
あ
る
｡

こ
の
項
は
､
そ
の
ま
ま
吟
菌
本

『詩
議
』
に

｢詩
有
八
種
封
｣
と
し

て
見
え
て
い
る
｡

ま
た
南
奄

｢論
文
意
｣
に
､

｢或
日
｣
と
し
て
収

め
ら
れ
る
十
傑
の
評
論
は
､
最
初
の
三
傑

(｢夫
詩
有
三
四
五
六
七
言

之
別
-
-
･｣
､
｢論
人
則
康
楽
公
桑
猪
善
之
資
-
-
｣
､
｢律
家
之
流
'

拘
而
多
忌
-
-
｣
)
と
6
(｢今
人
所
以
不
及
古
老
-
-
｣)
･
7
(｢詩

不
要
苦
思
-
-
｣
)
･
10

(｢又
有
評
古
詩
-
‥
⊥
)
の
三
保
が
や
は
-

吟
簡
本

『詩
議
』
に
､
六
候
相
互
の
順
序
も
全
-
同
じ
形
で
節
線
さ

れ
て
い
る
｡
(上
記
の
項
目
香
坂
は
'
拙
著

『文
鏡
秘
府
論
』
に
よ
る
O
弘

法
大
師
空
海
全
集
第
五
巻
'
一
九
八
六
年
､
筑
摩
書
房
)
し
て
み
れ
ば
､
吟

腐
本

『詩
議
』
の
排
列
は
か
な
-
の
程
度
に
お
い
て
､
空
海
が
操

っ

た
唐
代
の
テ
ク
ス
ト
の
名
残
を
と
ど
め
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
の
で

は
あ
る
ま
い
か
｡
た
だ
､
『詩
式
』
と
『詩
議
』
と
の
内
容
上
の
区
別

と
な

る
と

､
羅
根
津

『中
国
文
学
批
評
史
』
二
に
､

｢詩
議
詩
式
都

是
岐
然
所
作
ー
相
通
的
地
方
自
然
狽
多
,
但
論
其
差
別
,
則
詩
議
偏

干
評
議
格
律
.
詩
式
偏
干
提
示
品
式
｣
(四

〇
ペ
-
シ
)
と
あ
る
よ
う

な

l
鷹
の
見
常
を
つ
け
る
こ
と
は
可
能
に
し
て
も
､
厳
密
な

l
線
を
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中
開
文
犀
報

第
五
十
朋

両
者
の
間
に
引
-
こ
と
は
困
難
で
あ
る
｡

張
少
康
氏
の
前
掲
論
文
で
は
､
『詩
式
』
の
成
立
に
関
し
て

一
つ

の
興
味
あ
る
仮
説
を
提
起
し
て
い
る
｡
『詩
式
』
の

｢中
序
｣
及
び

『宋
高
僚
俸
』
の
岐
然
博
に
よ
れ
ば
､
攻
然
は
あ
る
と
き
ふ
と

｢詩

道
は
樺
者
の
心
に
掛
け
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
｣
と
悟

っ
て
'
執
筆

中
だ
っ
た

『詩
式
』
も
､
筆
を
断

っ
て
書
き
能
が
な
い
こ
と
に
し
た
｡

そ
れ
か
ら
五
年
は
ど
た
っ
た
こ
ろ
､
た
ま
た
ま
前
御
史
中
丞
の
李
浜

に
合

っ
た
と
き
､

『詩
式
』
の
こ
と
に
話
が
及
び
､

そ
の
草
本
を
見

せ
た
と
こ
ろ
､
李
洪
は
ひ
ど
-
感
嘆
し
て
'
ぜ
ひ
世
に
出
す
よ
う
に

と
勧
め
､
協
力
者
と
し
て
営
地
の
文
人
呉
季
徳
な
る
人
物
を
推
薦
し

た
｡
そ
こ
で
呉
季
徳
と
と
も
に
改
め
て
編
録
を
行
な
い
､
五
巻
に
ま

と
め
た
｡
張
氏
は

『詩
式
』
に
五
巻
本
以
前
の

｢草
本
｣
の
あ

っ
た

こ
と
に
着
日
し
､
吟
腐
本
は
こ
の

｢草
本
｣
の
系
統
を
引
-
も
の
で

は
な
い
か
と
考
え
る
｡
吟
腐
本
に
引
用
さ
れ
る
歴
代
詩
人
の
詩
句
は
､

二
句

一
単
位
を
基
準
と
す
る
の
に
封
し
て
､
現
行
五
巻
本
で
は
､
四

句
あ
る
い
は
四
句
以
上
を

一
つ
の
単
位
と
す
る
も
の
が
歴
倒
的
に
多

い
｡
前
者
は
岐
然
が
呉
季
徳
と
と
も
に
手
を
加
え
て
再
編
す
る
以
前

の
､
よ
-
簡
単
な
草
稿
の
形
を
俸
え
る
も
の
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な

い
｡
竣
然
自
身
は
世
に
出
す
つ
も
-
の
な
か
っ
た
こ
の

｢草
本
｣
が
､

彼
の
常
時
の
名
聾
と
地
位
と
交
友
状
況
か
ら
見
て
､
停
わ
っ
て
い
た

可
能
性
が
あ
-
､
吟
腐
本
は
そ
の
形
を
受
け
鮭
い
で
い
る
と
い
う
の

が
張
氏
の
見
解
で
あ
る
｡

こ
れ
は
確
か
に
面
白
い
考
え
で
は
あ
る
が
､
定
説
と
す
る
に
は
な

お
問
題
が
あ
る
｡

そ
の
理
由
の
第

一
は
'
『吟
蘭
雑
録
』
が
収
載
す

る
文
中
の
引
用
句
を
減
ら
し
た
-
短
-
し
た
-
す
る
の
は
'
す
で
に

述
べ
た
よ
-
に
､
『河
岳
英
雲
集
』
な
ど
他
の
書
の
場
合
に
も
頻
出

す
る
常
套
的
手
段
で
あ
っ
て
､
決
し
て

『詩
式
』
に
限
ら
な
い
か
ら

で
あ
る
｡
た
と
え
ば
､
巻
二
十
七
所
収
の

『河
岳
英
霊
集
』
に
お
け

る
常
建
と
劉
憤
虚
の
詩
句
は
'
他
本
に
比
べ
て
そ
れ
ぞ
れ
二
句
ず
つ

少
な
-
な
っ
て
い
る
｡
あ
る
書
を

『吟
菌
雑
録
』
に
収
載
す
る
場
合
､

記
事
の
項
目
数
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
'
各
項
目
の
記
載
内
容
を
剖
減

す
る
の
が
､
編
者
の
一
般
的
な
方
針
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

ま
た
第
二
に
は
､
す
で
に
見
た
よ
う
に
､
吟
菌
本
の

『詩
式
』
と

『詩
議
』
と
が
吻
合
し
て
､
現
行
五
巻
本

『詩
式
』
に
封
鷹
す
る
現

象
が
､
張
氏
の
説
で
は
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
も
問
題
で

あ
ろ
う
0

前
に
挙
げ
た

『
直
密
書
錬
解
題
』
で
は
､

｢詩
式
五
巻
､
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詩
議

一
巻
'
唐
唆
然
撰
｡
以
十
九
字
括
詩
之
髄
｣
と
あ
っ
て
､
あ
た

か
も
雨
書
が

一
つ
の
ま
と
ま
-
を
成
す
か
の
よ
う
な
扱
い
を
し
て
い

る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
る
ま
い
｡
そ
こ
か
ら
ざ
ら
に
想
像
を
虞
げ

れ
ば
､
『吟
腐
雑
録
』
や
『直
密
書
録
解
題
』
の
著
わ
さ
れ
た
末
代
に

あ
っ
て
は
､
『詩
式
』
と

『詩
議
』
の
内
容
が
混
清
し
あ
っ
て
い
て
､

明
確
な

一
線
が
引
か
れ
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
｡

因
み
に
五
巻
本
の

｢中
序
｣
は
､
吟
唐
本

『詩
議
』
の
中
に
含
ま
れ

て
い
る
｡
ま
た
宋

･
計
有
功

『唐
詩
紀
事
』
巻
七
十
三
に
引
か
れ
る

『
詩
式
』
に
は
､
倫
語
詩
例

･
倫
意
詩
例

･
倫
勢
詩
例
(三
不
同
語
意

勢
)
､
妖
宕
格
二
品
､
瀬
没
格

言
叩
､
詞
笑
格

l
品
が
収
め
ら
れ
て

お
り
､
現
行
本

『詩
式
』
2

･

20
･21
･
2
(数
字
は
前
表
の
番
窮
)
に

も
同
じ
項
目
が
兄
い
だ
せ
る
｡
と
こ
ろ
が

『
吟
腐
薙
録
』
で
は
､
こ

れ
ら
は
す
べ
て
『詩
式
』
で
は
な
-
､
『詩
議
』
に
所
属
し
て
い
る
の

で
あ
る
｡
こ
う
し
て
見
る
と
'
元
来
は
別
の
著
作
で
あ
っ
た
は
ず
の

『詩
式
』
と

『詩
議
』
と
が
､
あ
る
段
階
で
混
同
さ
れ
､
の
ち
の
現

行
本

『詩
式
』
の
よ
う
な
形
で
固
定
し
た
と
考
え
る
の
が
合
理
的
な

よ
う
に
思
え
る
｡

五
巻
本
と

l
巻
本
と
の
関
係
に
つ
い
て
'
張
少
康
氏
は
攻
の
よ
う

較
然
詩
式
の
構
造
と
理
論

(輿
腰
)

に
述
べ
る
｡
｢
一
巻
本
錐
筒
,
却
輿
五
巻
本
薦
同

1
版
本
系
統
I
興

吟
箇
本
不
同
.
不
遇
ー
ii]只
選
五
巻
本
第

l
奄
中
論
詩
歌
創
作
基
本

方
式
的
内
容
.
突
出
其
理
論
部
分
的
意
義
輿
債
値
I
和
五
巻
本
之
強

調
品
級
等
第
不
同
｡
由
此
I
不
僅
可
以
説
明
五
巻
本
的
可
集
性
ー
而

且
可
以
知
道
五
巻
本
之
較
少
流
侍
的
原
因
｡
国
籍
五
巻
本
的
精
華
是

在
第

1
巻

〝不
用
事
第

一
格
"
全
面
理
論
論
述
部
分
ー
其
五
等
分
類

及
挙
例
債
値
不
大
ー
且
狽
繁
項
ー
而

1
巻
本
所
選
正
是
其
精
華
部
分
I

影
馨
最
大
的
也
是
這
個
本
子
.

1
巻
本
的
鹿
渡
流
俸
ー
必
然
使
五
巻

本
逐
漸
不
馬
入
所
知
｣
O
(前
掲
論
文
一
三
八
ペ
ー
ジ
)

張
氏
の
所
説
の
ご
と
-
'

一
巻
本

『詩
式
』
は
､
原
本

『詩
式
』

の
理
論
的
精
華
を
集
約
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
｡
た
だ
'
五
巻
本

の
一
見
い
か
に
も
繁
境
で
-
ど
-
ど
し
-
見
え
る
部
分
､
す
な
わ
ち

一
巻
本
が
割
愛
し
て
し
ま
っ
た
部
分

(寛
は
そ
れ
が
分
量
的
に
は
五

巻
本
の
大
部
分
を
占
め
る
の
だ
が
)
こ
そ
､
張
氏
も
い
わ
れ
る
よ
う

に
本
来
の

『詩
式
』
の
面
目
を
成
す
中
編
部
で
は
な
か
っ
た
か
と
い

う
こ
と
は
､
充
分
考
慮
し
て
お
-
べ
き
で
は
な
い
か
｡
そ
う
し
た
こ

と
を
感
じ
さ
せ
る
の
は
､
現
行
本

『詩
式
』
の
構
成
が
あ
ま
-
周
到

と
は
い
い
か
ね
る
か
ら
で
あ
る
｡
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第
五
十
放

二

一
巻
本
に
せ
よ
､
五
巻
本
に
せ
よ
､
1

｢明
勢
｣
か
ら
12

｢詩
有

五
格
｣
ま
で
は
､
項
目
の
立
て
か
た
に

一
つ
の
原
則
が
窺
え
る
｡
冒

頭
の
｢明
勢
｣
｢明
作
用
｣
｢明
四
聾
｣
の
各
項
は
､
そ
れ
ぞ
れ

｢勢
｣

｢作
用
｣

｢四
壁
｣
と
い
う
基
本
用
語
の
解
説
で
あ
-
､

4
以
下
の

｢詩
有
四
不
｣
｢詩
有
四
深
｣
｢詩
有
二
要
｣
｢詩
有
二
贋
｣
｢詩
有
二

離
｣
-
-
は
'
｢四
不
｣
｢四
深
｣
｢
二
要
｣
｢
二
麿
｣
｢
二
離
｣
の
ご
と

-
､
数
詞
を
冠
し
た

1
種
の
名
教
を
以
て
項
目
の
名
稀
と
し
､
詩
作

の
基
本
的
な
心
得
を
説
い
て
い
る
｡
と
こ
ろ
が
13
以
後
に
な
る
と
､

｢李
少
卿
井
古
詩
十
九
首
｣
｢郭
中
集
｣
｢文
章
宗
旨
｣
｢用
事
｣
｢語

似
用
事
義
非
用
事
｣
と
い
っ
た
ぐ
あ
い
に
､
個
別
の
詩
人
論
や
創
作

技
法
論
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
､
さ
ほ
ど
前
後
の
項
目
と
の
連
関

性
も
な
-
並
置
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
た
め

『詩
式
』
全
鮭
の
構
成
に

一
貫
性
を
映
-
よ
う
な
印
象
を
輿
え
る
｡

五
巻
本
全
鮭
の
構
成
を
見
渡
す
と
､

29

｢
不
用
事
第

一
格
｣
､

32

｢作
用
事
第
二
格
｣
､
38

｢直
用
事
第
三
格
｣
'
40

｢有
事
無
事
第
四

格
｣
､

43

｢有
事
無
事
情
格
供
下
第
五
格
｣
の
五
項
目
が
､
分
量
に

お
い
て
最
も
多
-
'
こ
れ
ら
が
全
書
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
｡
そ
し
て
こ
の
五
項
目
は
間
を
隔
て
て
置
か
れ
て
は
い
る

が
､
名
稀
を

一
見
し
た
だ
け
で
'
互
い
に
関
連
し
あ

っ
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
る
｡
寛
は
'
そ
れ
ら
を
総
括
し
て
各
項
目
の
概
念
を

規
定
す
る
の
が
､
12

｢詩
有
五
格
｣
な
の
で
あ
る
｡
そ
の
内
容
を
十

寓
懲
槙
叢
書
五
巻
本
に
よ
っ
て
次
に
示
し
て
お
こ
う
｡

不
用
事
第

1

作
用
事
第
二

其
の
事
を
用
い
ざ
る
も
括
意
高
か
ら
ざ
る
者

は
､
割
け
て
第
二
格
に
入
る
｡

直
用
事
第
三

其
の
中
に
亦
た
事
を
用
い
ざ
る
も
格
棺
下
る

は
､
乾
し
て
第
三
に
居
-
.

有
事
無
事
第
四

第
三
格
中
に
比
し
て
梢
下
る
､
故
に
第
四

に
入
る
｡

有
事
無
事
情
格
供
下
第
五

情
格
供
に
下
る
こ
と
知
る
可
き

な
り
｡

こ
れ
は
詩
句
の
趣
を
五
段
階
に
分
か
っ
て
評
債
す
る
も
の
で
､
不

用
事
格
を
最
高
と
し
､
以
下
順
次
許
債
が
下
が
っ
て
､
第
五
の

｢有

事
無
事
情
格
倶
下
｣
に
至
る
｡
こ
こ
に
い
う

｢用
事
｣
と
は
､
文
中

7.蛋



に
は
説
明
が
な
い
が
､
詩
に
典
故
を
用
い
る
こ
と
を
意
味
し
'

｢
不

用
事
｣
と
は
そ
の
反
対
に
典
故
を
用
い
な
い
こ
と
を
い
う
｡
例
え
ば
､

『顔
氏
家
訓
』
文
章
篇
に
､
北
斉
の
郡
部

(子
才
)
の
語
と
し
て
､

ヽ

ヽ

｢沈
侯

(沈
約
)
の
文
章
は
､
事
を
用
い
る
に
人
を
し
て
覚
ら
し
め

ず
､
胸
臆
の
語
の
若
き
な
-
｣
と
あ
る
の
は
､
こ
れ
と
同
じ
用
法
で

あ
る
.
妓
然
は
典
故
を
用
い
な
い
､
自
然
な
趣
の
詩
句
を
最
も
高
-

許
債
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
五
種
の
格
は
､
そ
れ
ぞ
れ
古
詩

か
ら
唐
代
の
詩
人
に
至
る
ま
で
の
摘
句
か
ら
成

っ
て
お
-
､
各
種
の

格
を
鰻
現
し
た
詩
句
を
例
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
具
鰻
的
に
そ
の

詩
趣
を
表
出
す
る
と
い
う
方
法
を
用
い
て
い
る
｡
『詩
式
』
巻
頭
の

序
に
､
｢今

両
漠
己
降
､
我
が
麿
に
至
る
ま
で
､
名
篇
麗
句
､
凡

そ
若
干
篤
､
命
づ
け
て
詩
式
と
日
う
｣
と
あ
る
よ
う
に
へ
『詩
式
』

は
元
来
こ
う
し
た
例
句
中
心
の
構
成
を
と
っ
て
い
た
こ
と
を
想
像
さ

せ
る
｡

こ
れ
ら
五
種
の
項
目
は
､

一
切
の
説
明
抜
き
で
､
す
べ
て
摘
出
さ

れ
た
例
句
か
ら
構
成
さ
れ
る
｡

例
え
ば
､

｢
不
用
事
第

1
格
｣
の
最

初
は
次
の
通
-
で
あ
る
｡

漢
班
兼
好
云

｢出
入
君
懐
袖
､
揺
動
微
風
頚
｡
常
恐
秋
節
至
､

較
然
詩
式
の
構
造
と
理
論

(興
膳
)

涼
親
奪
炎
熱
｣
｡
情
也
｡

蘇
子
卿
詩

｢黄
鵠

一
遠
別
､
千
里
顧
俳
御
｣
｡
思
也
｡

葉
伯
噛
詩

｢青
青
河
畔
草
､
綿
綿
思
遠
道
｣｡

又

｢客
徒
遠
方

来
､
退
我
讐
鯉
魚
｡
呼
兄
烹
鯉
魚
､
中
有
尺
素
書
｣
｡
情
也
｡
又

｢客
徒
遠
方
乗
､
橘
柚
垂
華
貴
｣｡
意
也
O

古
詩

｢再
再
孤
生
竹
､
結
根
泰
山
阿
O
興
君
島
新
婚
､
兎
林
附

女
薙
｣
｡
意
也
｡

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
典
故
を
用
い
な
い
自
然
な
趣
の
句
と
し
て
推

賞
さ
れ
て
い
る
O
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
句
の
引
用
を
見
る
と
､
第

7
格

･

第
二
格
に
つ
い
て
は
､
上
記
の
ご
と
-
句
の
後
に
､
必
ず

｢気
也
｣

｢情
也
｣
｢思
也
｣
｢意
也
｣
｢誠
也
｣
｢達
也
｣
｢徳
也
｣
と
い
っ
た

1

字
で
そ
の
詩
句
の
趣
を
概
括
し
た
語
が
末
尾
に
添
え
ら
れ
て
い
る
｡

そ
の
種
数
は
す
べ
て
十
九
あ
-
'
岐
然
の
理
論
に
お
い
て
批
評
基
準

の
核
と
も
い
う
べ
き
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
十
九
字

の
概
念
規
定
を
示
す
の
が
､
26

｢排
膿
有

l
十
九
字
｣
で
あ
-
､
そ

の
内
容
は
以
下
の
ご
と
-
で
あ
る
｡

高

風
韻
切
暢
な
る
を
高
と
日
う
O

逸

鰻
格
間
放
な
る
を
過
と
日
う
｡
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第
五
十
肪

放
詞
正
直
な
る
を
点
と
日
う
｡

危
に
臨
ん
で
襲
ぜ
ざ
る
を
忠
と
日
う
｡

操
を
持
し
て
改
め
ざ
る
を
節
と
日
う
｡

性
を
立
て
て
改
め
ざ
る
を
志
と
日
う
｡

風
情
軟
秋
た
る
を
束
と
日
う
｡

景
に
緑
-
て
轟
き
ざ
る
を
情
と
日
う
｡

束
に
含
蓄
多
き
を
恩
と
日
う
｡

詞
は
温
や
か
に
し
て
正
し
ぎ
を
徳
と
日
う
O

検
束
防
閑
な
る
を
誠
と
日
う
｡

悟
性
疎
野
な
る
を
閑
と
日
う
｡

心
逆
境
誕
な
る
を
達
と
日
う
｡

傷
む
こ
と
甚
だ
し
き
を
悲
と
日
-
0

詞
調
棲
切
な
る
を
怨
と
日
う
｡

言
を
立
つ
る
を
意
と
日
う
｡

鮭
裁
勤
健
な
る
を
力
と
日
う
｡

松
風
動
か
ず
､
林
択
末
だ
鳴
か
ざ
る
が
如
き
に
非
ず
'
乃

ち
意
中
の
静
か
な
る
を
日
う
｡

砂
砂
と
し
て
水
を
望
み
､
香
香
と
し
て
山
を
看
る
が
如
き

に
非
ず
､
乃
ち
意
中
の
遠
き
を
日
う
む

先
の

｢詩
有
五
格
｣
を
絞
然
の
詩
論
に
お
け
る
縦
糸
と
す
れ
ば
､

こ
の

｢辞
鰻
有

一
十
九
字
｣
は
い
わ
ば
横
糸
の
よ
う
な
役
割
を
塘
-

キ
イ
ヮ
-
ド
と
な

っ
て
い
る
｡

『直
密
書
線
解
題
』
に
は
､

王
元
按

と
解
さ
れ
る

『擬
鮫
然
十
九
字
』

1
巻
な
る
書
が
薯
録
さ
れ
る
が
'

こ
う
し
た
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
が
現
わ
れ
た
の
も
､
『詩
式
』
に
お
け
る

十
九
字
の
役
割
の
大
き
さ
を
傍
謹
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
.

も
う

1
度
'
前
掲
の
蓑
に
目
を
向
け
て
い
た
だ
き
た
い
｡
五
巻
本

『詩
式
』
が
吟
菌
本

『詩
議
』
と

l
致
す
る
項
目
の
う
ち
､
27

｢中

序
｣
は
ひ
と
ま
ず
置
-
と
し
て
､
そ
の
他
の
13

｢李
少
卿
井
古
詩
十

九
首
｣
～
25

｢晶
藻
｣
､
28

｢囲
扇
｣
､
30

｢
王
仲
宣
七
哀
｣
､
31

｢
評

日
古
人
於
上
格
｣
､
33

｢三
良
詩
｣
～
37

｢論
底
蔵
用
陳
子
昂
集
序
｣､

39

｢斉
梁
詩
｣
を
除
い
て
し
ま
う
と
'
『詩
式
』
の
内
容
は
､

に
わ

か
に

｢
不
用
事
第

一
格
｣
以
下
の
例
句
中
心
の
構
成
に
収
赦
し
て
ゆ

く
こ
と
に
気
づ
-
は
ず
で
あ
る
｡
こ
れ
は
原

『詩
式
』
の
形
鮭
を
暗

示
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
だ
｡
細
部
の
問
題
鮎
は
ひ
と
ま
ず
置
-

と
し
て
､

大
き
-
見
れ
ば
'

『詩
式
』
は
本
来

｢
五
格
｣
と

｢十
九

字
｣
を
縦
糸
と
横
糸
の
原
理
と
し
て
組
み
立
て
ら
れ
た
､
例
句
中
心
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の
評
論
書
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

三

『
詩
式
』
が
例
句
中
心
の

｢
五
格
｣
に
よ
っ
て
作
詩
法
の
あ
-
か

た
を
示
す
こ
と
に
主
眼
を
置
い
た
書
だ
っ
た
と
す
れ
ば
､

そ
れ
は

『詩
品
』
に
始
ま
-
唐
代
の
詩
論
に
引
き
鮭
が
れ
て
定
着
し
た
詩
論

の
あ
-
か
た
の
一
つ
､
す
な
わ
ち
秀
句
を
摘
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

詩
を
論
ず
る
と
い
う
手
法
に
則
っ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
｡

(拙
論

｢詩
品
か
ら
詩
話
へ
｣
参
照
'
『中
開
文
革
報
』
第
四
十
七
筋
'
1
九
九
三
年
)

｢
五
格
｣
の
排
列
は
債
値
の
序
列
を
伴

っ
て
い
る
か
ら
､
そ
の
意
味

で
も

『詩
晶
』
の
後
篇
た
る
僕
件
を
備
え
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
｡

五
種
の
品
等
法
の
規
準
に
な
っ
て
い
る
の
は
'
典
故
の
有
無
で
あ
-
､

い
い
か
え
れ
ば
こ
と
さ
ら
な
技
巧
を
排
し
た
自
然
の
趣
の
尊
重
で
あ

る
｡
そ
う
し
た
考
え
は
'
10

｢詩
有
六
至
｣
の

｢
至
麗
に
し
て
自
然
､

至
苦
に
し
て
跡
無
し
｣
や
､
6

｢詩
有
二
要
｣
の

｢力
全
-
し
て
苦

泣
な
ら
ざ
る
を
要
す
｣
な
ど
の
候
に
も
反
映
し
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
瞭
然
の
詩
論
で
は
自
然
さ
が
重
ん
ぜ
ら
れ
る
が
t
L

か
し
そ
の
自
然
さ
は
､
子
ど
も
の
詩
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
生
地
の
ま

瞭
然
詩
式
の
構
造
と
理
論

(興
膳
)

ま
の
素
朴
さ
と
同
じ
で
は
な
い
.
1Cb
｢取
頃
｣
の
中
で
､
あ
る
論
者

が

｢詩
は
修
飾
を
優
ら
ず
､
其
の
醜
朴
に
任
す
｡
但
だ
風
韻
正
し
-
､

天
虞
全
け
れ
は
う
即
ち
上
等
と
名
づ
-
｣
と
主
張
す
る
の
に
封
し
て
､

｢容
を
閲
け
ど
も
徳
有
-
｣
と
い
う
無
塵

の
女

(『列
女
停
』
に
見
え

る
秀
宣
王
の
妻
鍾
離
春
)
よ
-
も
'
｢容
有
-
て
し
か
も
徳
有
る
｣
周
文

王
の
妻
太
妙
の
方
が
勝
る
と
反
駁
す
る
考
え
に
そ
れ
が
よ
-
窺
え
る
｡

そ
こ
で
は
ま
た

｢詩
境
｣
す
な
わ
ち
詩
的
形
象
を
選
び
取
る
際
に
は
'

｢苦
思
す
る
を
要
せ
ず
､
苦
思
す
れ
ば
則
ち
自
然
の
質
を
喪
う
｣
と

い
う
封
論
者
の
論
に
も
反
対
し
て
'

｢取
境
の
時
に
は
､
須
ら
-
至

難
､
至
陵
に
し
て
､
始
め
て
奇
句
を
見
る
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
そ
れ

を
さ
ら
に
説
明
す
れ
ば
､

｢第
を
成
せ
し
後
に
､
其
の
気
貌
を
観
る

ご
と

に
'
等
閑
に
し
て
思
わ
ず
し
て
得
る
が
似
き
有
-
､
此
れ
高
手
な
-
｣

と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
つ
ま
-
詩
作
の
た
め
に
苦
心
し
な
い
の
で
は

な
-
､
さ
ん
ざ
ん
苦
心
を
重
ね
な
が
ら
､
そ
の
跡
が
表
立
た
ず
､
さ

-
げ
な
-
自
然
な
形
で
作
品
に
表
わ
れ
て
い
る
の
が
よ
い
と
い
う
の

で
あ
る
｡

さ
か

｢取
境
｣
で
は
さ
ら
に
､

｢時
有
-
て
意
静
か
に
紳
王
ん
に
'
佳

と
ど

句
縦
横
に
し
て
､
遥

む

可
か
ら
ざ
る
が
若
-
､
宛
ら
紳
助
の
若
し
｣
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冊

と
い
っ
た
､

詩
想
湧
-
が
ご
と
-
溢
れ
出
る
時
期
の
あ
る
こ
と
を
認

め
つ
つ
も
､
む
し
ろ
思
考
作
用
の
停
滞
し
た
状
況
を
想
定
し
て
､
そ

れ
に
い
か
に
封
虞
す
る
か
に
つ
い
て
の
提
言
を
こ
そ
重
ん
じ
て
い
る
｡

岐
然
に
よ
れ
ば
､

｢先
ず
精
思
を
積
み
､
画
王
ん
な
る
に
因
-
て
得

る
｣
'
す
な
わ
ち
熟
慮
を
重
ね
て
､
精
神
の
は
た
ら
き
を
活
磯
に
し
､

そ
こ
か
ら
佳
句
を
得
る
よ
う
に
心
が
け
る
こ
と
こ
そ
が
肝
心
な
の
で

あ
る
｡

こ
の
｢取
境
｣
の
後
半
部
と
同
じ
主
張
が
､
『文
鏡
秘
府
論
』
南
雀

に
引
か
れ
る

『詩
議
』
に
も
見
ら
れ
る
｡

戎
ひ
と
日
-
､
詩
は
苦
思
を
要
せ
ず
､
苦
思
す
れ
ば
則
ち
天

虞
を
喪
う
と
O
此
れ
甚
だ
然
ら
ず
.
固
よ
-
須
ら
-
慮
を
陸
中

よ
-
緯
き
､
奇
を
象
外
に
探
-
､
飛
動
の
句
を
状
-
､
冥
奥
の

思
い
を
寓
す
べ
L
o
夫
れ
希
世
の
珠
は
､
必
ず
儀
龍
の
嶺
に
出

づ
､
況
や
通
幽
含
愛
の
文
を
や
｡
但
だ
章
を
成
し
て
以
後
は
'

其
の
易
き
貌
有
-
､
思
わ
ず
し
て
得
た
る
が
若
き
を
貴
ぶ
な
-
0

こ
の
あ
と
『詩
議
』
は
､
｢易
き
に
似
て
到
-
難
き
の
例
｣
と
し
て
､

｢古
詩
十
九
首
｣
の

｢行
行
重
行
行
､
興
君
生
別
離
｣
を
挙
げ
て
い

る
｡
こ
の
句
は

『詩
式
』
の

｢不
用
事
第

一
格
｣
に
も
､
も
ち
ろ
ん

代
表
的
な
秀
句
と
し
て
畢
出
さ
れ
て
い
る
｡

こ
う
し
た
自
然
さ
の
尊
重
は
､
ひ
と
-
典
故
の
使
用
に
関
し
て
の

み
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
｡
詩
作
の
重
要
な
技
法
の
一
つ
で

あ
る
対
句
に
つ
い
て
も
､
そ
れ
が
こ
と
さ
ら
に
技
巧
を
て
ら

っ
た
形

に
な
ら
な
い
よ
-
な
､
自
然
な
使
い
か
た
が
推
賞
さ
れ
て
い
る
｡
や

は
-

『文
鏡
秘
府
論
』
所
収
の
『詩
議
』
に
､
｢但
だ
古
人
は
語
を
後

に
し
､
意
を
先
に
す
｡
意
に
困
-
て
語
を
成
し
､
語
は
意
を
使
わ
ず
､

偶
た
ま
封
す
れ
ば
則
ち
対
し
､
偶
た
ま
散
ず
れ
ば
則
ち
散
ず
｡
若
し

力
め
て
之
を
為
せ
ば
ー
則
ち
斤
斧
の
跡
を
見
る
｣
と
あ
る
の
は
､
そ

の
考
え
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
o
だ
か
ら

『詩
式
』
の

｢都
中

なず

集
｣
の
項
で
劉
櫨
の
詩
を
許
し
て
､

｢封
展
に

拘

ま

ず
､

偶
た
ま
或

い
は
之
有
-
｣
と
褒
め
る
の
も
､
ご
-
膚
然
の
野
結
で
あ
ろ
う
｡

同
じ
こ
と
が
聾
律
に
つ
い
て
も
い
え
る
｡
四
聾
が
詩
作
に
お
い
て

重
要
な
意
味
を
有
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
､
そ
れ
に
拘
泥
し
て

詩
の
内
容
が
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
よ
-
で
は
､
本
末
特
例
の
結
果
に

な

っ
て
し
ま
う
｡
3

｢明
四
聾
｣
で
は
四
聾
の
歴
史
を
振
-
過
-
､

南
朝
の
周
頓
や
劉
緒
の
段
階
に
あ

っ
て
は
'
｢官
商
は
詩
鰻
に
暢
び
､

軽
重
低
昂
の
節
は
､
韻
合
し
て
情
高
-
､
此
れ
未
だ
文
格
を
損
ね
ず
｣
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と
､
聾
律
の
意
義
が
生
か
さ
れ
て
い
た
の
に
､
沈
約
が
極
度
に
四
聾

を
重
ん
ず
る
よ
う
に
な
っ
て
以
来
､
凡
庸
な
詩
人
た
ち
が
み
な
そ
の

風
潮
に
迎
合
し
て
､
悪
し
き
傾
向
を
作
-
出
し
て
き
た
と
い
う
｡
｢沈

はな
は

く
だく
だ

休
文
酷
だ
八
病
を
裁
し
て
､
砕
し
-
四
聾
を
用
い
､
故
に
風
雅
殆
ど

まど

義
-
｡
後
の
才
子
の
､
天
機
高
か
ら
ざ
る
が
､
沈
生
の
弊
法
の
楯
わ

す
所
と
馬
-
て
､
博
然
と
し
て
流
れ
に
随
い
'
溺
れ
て
返
ら
ず
｣
｡

『文
鏡
秘
府
論
』
所
収
の

『詩
議
』
に
､

｢律
家
の
流
は
､
拘
み
て

われ

忌
多
-
､
自
然
を
失
う
､
吾

の

常
に
病
う
る
所
な
-
｣
と
慨
嘆
さ
れ

る
よ
う
な
昔
時
の
詩
作
に
お
け
る
弊
害
の
一
つ
が
､
こ
う
し
た
形
式

的
な
四
聾

へ
の
こ
だ
わ
-
だ
っ
た
と
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
'
｢自
然
｣
は
較
然
の
詩
学
の
根
底
を
成
す
､
『詩
式
』

や

『詩
議
』
の
基
本
理
念
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
-
｡
典
故
に
つ
い

て
の
態
度
も
､
か
か
る
自
然
さ
の
尊
重
と
い
-
大
き
な
方
針
の
中
に

位
置
づ
け
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
典
故
使
用
の
あ
-
か
た

は
'
｢詩
有
四
深
｣
に

｢用
事
は
直
な
ら
ず
､
義
類
に
深
き
に
由
る
｣

と
あ
-
､
ま
た

｢詩
有
四
離
｣
に

｢経
史
を
用
う
と
雄
も
､
書
生
を

離
る
｣
と
あ
る
よ
う
に
､
ス
ト
レ
ー
ト
な
､
単
純
な
用
い
か
た
は
強

-
否
定
さ
れ
る
｡

｢詩
有
五
格
｣
の
第
三

｢直
用
事
格
｣
は
､
そ

の

唆
然
詩
式
の
構
造
と
理
論

(興
膳
)

よ
う
な
工
夫
の
な
い
典
故
の
用
い
か
た
を
し
た
詩
を
指
し
て
い
る
｡

そ
れ
に
封
し
て
､
第
二
の

｢作
用
事
格
｣
と
は
､
典
故
を
用
い
て
い

て
も
､
そ
れ
が
作
者
の
創
意
に
よ
っ
て
詩
中
で
有
数
に
生
か
さ
れ
て

い
る
も
の
を
い
う
｡
｢作
用
事
｣
の
語
白
燈
が
峡
然
の
造
語
で
あ
る

ら
し
-
､
分
析
す
れ
ば

｢作
用
｣
と

｢用
事
｣
の
二
語
を
歴
宿
し
て

一
つ
に
し
た
も
の
ら
し
い
｡

｢作
用
｣
と
は
､

元
来
悌
語
で
あ
-
､

本
鰹
的

･
根
元
的
な
は
た
ら
き
を
意
味
す
る
が
､
｢明
作
用
｣
に
｢作

者
の
措
意
は
､
聾
律
有
-
と
錐
も
､
作
用
を
妨
げ
ず
｣
と
あ
る
よ
う

に
､
技
法
に
拘
束
さ
れ
な
い
個
性
的
な
は
た
ら
き
を
指
し
て
い
る
o

｢作
用
事
格
｣
に
列
せ
ら
れ
る
王
粂

｢詠
史
｣
の

｢臨
穴
呼
蒼
天
､

涙
下
如
練
磨
｣
や
､
曹
植

｢三
良
詩
｣
の

｢秦
穆
先
下
世
､
三
臣
皆

目
残
｣
は
､
秦
風

｢黄
鳥
｣
や
『左
停
』
文
公
六
年
に
見
え
る
秦
の
穆

公
の
臣
下
子
車
氏
の
三
兄
弟
の
故
事
を
も
と
に
し
て
作
ら
れ
た
も
の

だ
が
､
｢
二
詩
は
鰻
格
高
逸
に
し
て
'
才
藻
相
い
隣
す
｣
(｢
三
良
詩
｣)

と
岐
然
に
許
さ
れ
て
お
-
､
典
故
を
用
い
な
が
ら
も
､
そ
れ
に
引
き

ず
ら
れ
な
い
猪
白
の
個
性
を
高
-
評
債
し
た
も
の
ら
し
い
｡
そ
れ
に

対
し
て
､
最
高
の
詩
境
を
示
す

｢
不
用
事
格
｣
に
は
､
王
粂

｢
七
哀
｣

の

｢南
登
膚
陵
岸
'
回
首
望
長
安
｣
が
挙
げ
ら
れ
て
お
-
､
そ
れ
に
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五
十
新

顔
-
結
句
に
は

｢悟
彼
下
泉
人
､
唱
然
傷
心
肝
｣
が
あ

っ
て
'
資
は

曹
風

｢下
泉
｣
の
描
-
平
和
な
世
の
到
来
を
求
め
た
人
々
の
こ
と
を

典
接
と
し
て
踏
ま
え
て
い
る
の
だ
が
'
特
に
そ
の
こ
と
は
問
題
に
さ

れ
て
い
な
い
.

｢
王
仲
宜
七
哀
｣

の
項
に
'

沈
約

｢末
書
謝
室
遅
俸

よ

論
｣
の
こ
と
ば
を
借
-
て
､
｢経
史
に
傍
ら
ず

し
て
､
胸
臆
を
直
率

に
す
る
は
'
吾
其
の
詩
を
知
る
者
と
許
す
な
-
｡
此
-
の
如
き
流
は
､

皆
な
名
づ
け
て
上
上
逸
品
と
為
す
老
な
-
｣
と
最
高
の
許
債
を
輿
え

ら
れ
て
い
る
の
は
､
典
故
を
用
い
て
い
て
も
'
そ
れ
と
感
じ
さ
せ
な

い
自
然
さ
が
貫
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

典
故
の
使
用
の
有
無
に
よ
っ
て
詩
句
の
格
を
品
評
す
る
と
い
う
襲

憩
は
'
遡
れ
ば
や
は
-
鍾
喋

『詩
品
』
に
至
-
着
-
｡
感
覚
を
こ
そ

重
ん
ず
べ
き
詩
に
お
い
て
､
知
識
を
ひ
け
ら
か
す
典
故
は
無
用
だ
と

い
う
の
が
『詩
品
』
の
著
者
の
主
張
で
あ
-
､
｢君
を
思
い
て
流
水
の

如
し
｣

(徐
幹

｢室
詩
｣)'

｢高
董

悲
風
多
し
｣

(曹
植

｢薙
詩
｣)､

｢明
月

積
雪
を
照
ら
す
｣
(謝
婁
遅

｢歳
暮
｣)
と
い
っ
た
過
去
の
名

句
を
あ
げ
な
が
ら
､

｢古
今
の
勝
語
を
観
る
に
､
多
-
は
補
仮
に
非

ず
'
皆
な
直
尋
に
由
る
｣
と
ま
で
い
い
き

っ
て
い
る
｡
鍾
喋
が
典
故

の
使
用
に
否
定
的
な
の
は
､
ひ
と
え
に
そ
れ
が

｢惰
性
を
吟
詠
す
る
｣

こ
と
を
本
質
と
す
る
詩
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
の
教
具
を
も
た
ら
す
か

ら
で
あ
る
｡
岐
然
は

『詩
品
』
に
関
し
て
､
直
接
に
は

一
言
も
解
れ

て
い
な
い
が
､
こ
の
よ
う
に
検
討
を
重
ね
て
み
れ
ば
､
彼
が
こ
の
書

か
ら
学
ん
だ
も
の
は
決
し
て
少
な
-
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
聾
律

に
関
し
て

『詩
品
』
が
全
面
否
定
の
態
度
に
終
始
す
る
の
は
､
岐
然

の
見
解
と

一
見
大
き
-
異
な
る
よ
-
だ
が
､
そ
れ
が
自
然
な
昔

聾
の

調
和
と
い
う
主
張
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
､
鮫

然
は
そ
の
鮎
で
も
鍾
燦
に
心
情
的
な
共
感
を
寄
せ
る
と
こ
ろ
が
あ

っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
｡

注
①

鮫
然
の
生
卒
は
'
軍
曹
華

『鮫
然
年
譜
』
(
一
九
九
二
年
'
庭
門
大

学
出
版
社
)
に
よ
る
｡

④

序
に

｢嘉
靖
辛
酉
孟
夏
吉
旦
金
陵
書
坊
家
蔵
宋
本
垂
刊
｣
と
あ
る
o

北
京
大
学
圃
書
館
所
戒
の
『
吟
菌
雑
録
』
は
'
こ
れ
と
同
一
の
版
本
と

思
わ
れ
'
誤
字
ま
で
含
め
て
異
同
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
'
序
に
は

｢嘉

靖
戊
申
孟
夏
吉
旦
崇
文
書
堂
家
蔵
宋
本
垂
刊
｣
と
あ
る
｡
戊
中
は
'
嘉

靖
二
十
七
年

(
l
五
四
八
)
に
馨
る
.
内
閣
文
庫
本
は
'
お
そ
ら
-
そ

の
後
刷
本
で
あ
ろ
う
｡
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