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書　
　
　

評

　

『
詩
經
』
は
中
國
文
學
史
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
中
國
最
古
の
詩
集

で
あ
る
が
、
中
國
思
想
史
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
經
書
の
一
つ
で
も
あ

る
。
前
近
代
に
お
い
て
は
漢
代
の
詩
序
・
毛
傳
・
鄭
箋
、
唐
代
の

『
毛
詩
正
義
』
に
代
表
さ
れ
る
「
古
注
」、
宋
代
の
朱
熹
『
詩
集

傳
』
に
代
表
さ
れ
る
「
新
注
」
な
ど
の
諸
注
釋
が
現
れ
た
が
、
そ
れ

ら
は
一
貫
し
て
詩
か
ら
政
治
思
想
や
道
德
を
讀
み
取
ろ
う
と
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。

　

近
代
に
入
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
グ
ラ
ネ
ー
『
中
国
古
代
の
祭
礼
と
歌

謡
』
を
嚆
矢
と
し
て
『
詩
經
』
を
純
粹
な
文
學
作
品
と
し
て
讀
み
解

く
研
究
が
始
ま
る
。
中
國
で
は
聞
一
多
が
『
古
典
新
義
』
に
民
俗
學

的
な
新
解
釋
を
發
表
し
、
今
日
な
お
支
持
さ
れ
る
説
も
多
い
。
聞
一

多
以
後
、
古
注
や
新
注
の
道
德
主
義
を
排
し
、
儒
家
思
想
の
影
響
を

受
け
な
い
古
代
歌
謠
と
し
て
『
詩
經
』
の
原
義
を
探
る
研
究
が
『
詩

經
』
研
究
の
主
流
と
な
っ
て
い
る
。

　

わ
が
國
で
も
松
本
雅
明
は
そ
の
大
著
『
詩
經
諸
篇
の
成
立
に
關
す

る
研
究
』
で
、
詩
に
お
け
る
興
は
譬
喩
で
は
な
く
直
感
的
・
即
興
的

な
「
氣
分
象
徴
」
で
あ
る
と
し
、「
そ
れ
を
原
初
的
な
か
た
ち
に
か

え
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
詩
解
に
お
け
る
二
千
數
百
年
の
蒙
を
拂
い
う

る
」
と
主
張
し
た
。
目
加
田
誠
も
『
詩
經
譯
注
』
に
お
い
て
古
注
や

新
注
の
道
德
主
義
的
解
釋
を
「
お
か
し
な
話
」「
迂
曲
の
愚
」
な
ど

と
一
蹴
し
て
い
る
。
歴
代
の
諸
注
釋
の
解
釋
は
、
詩
の
正
し
い
理
解

に
お
い
て
拂
い
の
け
る
べ
き
邪
魔
物
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
は
吉
川
幸
次
郞
『
詩
經
國
風
』
上
・
下
（
一
九
五
八
年
、

岩
波
書
店
『
岩
波
詩
人
選
集
』）
や
高
田
眞
治
『
詩
經
』
上
・
下
（
一
九

六
六
～
一
九
六
八
年
、
集
英
社
『
漢
詩
大
系
』）
の
よ
う
に
古
注
や
新
注

を
も
と
に
し
た
比
較
的
穩
健
な
解
釋
を
行
う
譯
注
も
出
て
い
る
も
の

①

②

書　
　

評

種
村
和
史
著

『
詩
經
解
釋
學
の
繼
承
と
變
容

　
　
─
─
北
宋
詩
經
學
を
中
心
に
据
え
て
─
─
』

大　

 

野　

 

圭　

 

介
富
山
大
學
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の
、
加
納
喜
光
『
詩
經
』
上
・
下
（
一
九
八
二
～
一
九
八
三
年
、
學
研

『
中
國
の
古
典
』）、
石
川
忠
久
『
詩
經
』
上
・
中
・
下
（
一
九
九
七
～

二
〇
〇
〇
年
、
明
治
書
院
『
新
釋
漢
文
大
系
』）
白
川
靜
『
詩
經
國
風
』

『
詩
經
雅
頌
』（
二
〇
〇
四
年
、
平
凡
社
東
洋
文
庫
）
な
ど
、
舊
來
の
道

德
主
義
・
歴
史
主
義
的
解
釋
を
努
め
て
排
し
、
獨
自
の
視
點
を
盛
り

込
ん
だ
譯
注
の
方
が
今
に
至
る
ま
で
主
流
を
占
め
て
い
る
。

　

ま
た
研
究
書
も
白
川
靜
『
詩
經
研
究　

通
論
篇
』（
一
九
八
一
年
、

朋
友
書
店
）、
家
井
眞
『『
詩
經
』
の
原
義
的
研
究
』（
二
〇
〇
四
年
、

研
文
出
版
）、
加
納
喜
光
『
詩
經
Ⅰ　

戀
愛
詩
と
動
植
物
の
シ
ン
ボ
リ

ズ
ム
』『
詩
經
Ⅱ　

古
代
歌
謠
に
お
け
る
愛
の
表
現
技
法
』（
と
も
に

二
〇
〇
六
年
、
汲
古
書
院
）
な
ど
、
舊
來
の
注
に
よ
っ
て
歪
め
ら
れ
た

原
義
を
本
來
の
形
に
返
す
と
い
う
趣
旨
に
基
づ
く
も
の
が
大
半
を
占

め
る
。

　

一
方
で
、
目
加
田
氏
が
『
詩
經
研
究
』
に
お
い
て
、「
今
や
儒
敎

の
經
典
と
し
て
の
尊
嚴
を
以
て
詩
を
解
す
る
必
要
は
な
い
」
と
し
な

が
ら
も
、
疑
古
派
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
顧
頡
剛
の
『
古
史
辨
』
第

四
册
に
お
け
る
議
論
を
「
或
は
た
だ
舊
説
を
破
壞
す
る
の
み
で
あ
り
、

或
は
前
人
の
已
に
言
っ
た
こ
と
を
知
ら
ず
し
て
新
發
見
と
し
て
提
出

し
て
い
る
も
の
も
無
く
は
な
い
。
前
人
の
説
は
細
か
に
讀
ま
ね
ば
な

ら
ぬ
。」
と
批
判
す
る
の
は
傾
聽
に
値
す
る
。
こ
と
に
文
學
研
究
の

立
場
か
ら
は
、
原
義
研
究
の
方
に
目
が
行
き
が
ち
で
あ
っ
て
、
解
釋

史
研
究
は
と
か
く
敬
遠
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
た
と
え
原
義
研
究
を

行
う
に
し
て
も
、
舊
來
の
注
釋
が
何
を
主
張
し
て
い
た
の
か
を
的
確

に
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し

そ
れ
は
「
言
う
は
易
く
行
う
は
難
し
」
で
あ
り
、
ま
し
て
舊
來
の
注

釋
自
體
を
研
究
す
る
た
め
に
精
密
に
讀
み
込
ん
で
い
く
の
は
、
ま
こ

と
に
地
道
な
作
業
で
あ
っ
て
、
な
お
さ
ら
困
難
を
伴
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
本
書
は
そ
う
し
た
作
業
を
十
數
年
に
わ
た
っ
て
續
け
た
成
果
で

あ
り
、
宋
代
詩
經
學
研
究
の
專
著
と
し
て
は
管
見
の
限
り
わ
が
國
で

最
初
の
も
の
で
あ
る
。

　

本
書
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

は
じ
め
に
─
本
研
究
の
概
要

第
Ⅰ
部　

歴
代
詩
經
學
の
鳥
瞰

　

第
一
章　

イ
ナ
ゴ
は
ど
う
し
て
嫉
妬
し
な
い
の
か
？

③

④
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第
二
章　

妃
は
夫
の
た
め
に
賢
者
を
求
め
る
か
？

第
Ⅱ
部　

北
宋
詩
經
學
の
創
始
と
展
開

　

第
三
章　

歐
陽
脩
『
詩
本
義
』
の
搖
籃
と
し
て
の
『
毛
詩
正
義
』

　

第
四
章　
『
詩
本
義
』
に
見
ら
れ
る
歐
陽
脩
の
比
喩
説

　

第
五
章　

詩
の
構
造
的
理
解
と
「
詩
人
の
視
點
」

　

第
六
章　

蘇
轍
『
詩
集
傳
』
と
歐
陽
脩
『
詩
本
義
』
と
の
關
係

　

第
七
章　

蘇
轍
『
詩
集
傳
』
と
王
安
石
『
詩
經
新
義
』
と
の
關
係

　

第
八
章　

小
序
に
對
す
る
蘇
轍
の
認
識

　

第
九
章　

漢
唐
の
詩
經
學
に
對
す
る
蘇
轍
の
認
識

　

第
十
章　

深
讀
み
の
手
法

第
Ⅲ
部　

解
釋
の
レ
ト
リ
ッ
ク

　

第
十
一
章　

そ
れ
は
本
當
に
あ
っ
た
こ
と
か
？

　

第
十
二
章　

一
般
論
と
し
て
…
…

　

第
十
三
章　

い
か
に
し
て
詩
を
作
り
事
と
捉
え
る
か
？

　

第
十
四
章　

詩
を
道
德
の
鑑
と
す
る
者

　

第
十
五
章　

詩
人
の
ま
な
ざ
し
、
詩
人
へ
の
ま
な
ざ
し

　

第
十
六
章　

作
者
の
意
圖
か
ら
國
史
と
孔
子
の
解
説
へ

第
Ⅳ
部　

儒
敎
倫
理
と
解
釋

　

第
十
七
章　

國
を
捨
て
新
天
地
を
め
ざ
す
の
は
不
義
か
？

　

第
十
八
章 　

詩
に
よ
っ
て
過
去
の
君
主
を
刺
る
こ
と
は
許
さ
れ
る

か
？

　

第
十
九
章 　

な
ぜ
過
去
の
君
子
を
刺
っ
た
詩
と
解
釋
し
て
は
な
ら

な
い
か
？

第
Ⅴ
部　

宋
代
詩
經
學
の
淸
朝
詩
經
學
に
對
す
る
影
響

　

第
二
十
章　

訓
詁
を
綴
る
も
の

ま
と
め

こ
れ
だ
け
を
見
て
も
本
書
の
浩
瀚
さ
は
容
易
に
窺
え
よ
う
。
そ
れ
に

も
ま
し
て
目
を
引
く
の
は
、
劈
頭
か
ら
い
き
な
り
「
イ
ナ
ゴ
は
ど
う

し
て
嫉
妬
し
な
い
の
か
？
」
で
始
ま
り
、「
そ
れ
は
本
當
に
あ
っ
た

こ
と
か
？
」「
一
般
論
と
し
て
…
…
」
な
ど
と
續
く
、
お
よ
そ
中
國

思
想
史
の
研
究
書
ら
し
か
ら
ぬ
型
破
り
な
章
題
で
あ
る
。
こ
れ
で
思

わ
ず
本
書
を
手
に
取
っ
て
開
き
た
く
な
る
誘
惑
に
驅
ら
れ
た
讀
者
諸

賢
も
多
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
最
初
に
突
飛
な
こ
と
を
言
っ
て
相
手
の

注
意
を
引
い
て
か
ら
徐
ろ
に
本
題
を
述
べ
る
諸
子
百
家
ば
り
の
説
得

術
に
感
心
さ
せ
ら
れ
る
。
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そ
う
し
た
誘
惑
に
驅
ら
れ
て
第
一
章
を
開
く
前
に
、
ま
ず
は
「
は

じ
め
に
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
本
書
の
編
纂
の
意
圖
を
確
認
し
て
お

こ
う
。

　

中
國
の
古
典
、
特
に
儒
敎
の
經
典
に
お
い
て
、
注
釋
は
經
文
を
讀

者
が
ど
う
理
解
す
べ
き
か
を
規
定
す
る
役
割
を
擔
っ
て
い
る
。『
詩

經
』
は
「
中
國
最
古
の
詩
集
、
諸
國
の
民
謠
・
朝
廷
の
儀
式
歌
・
祭

祀
歌
を
集
成
し
た
詩
集
」（
本
書
六
頁
）
と
い
う
「
文
學
的
存
在
と
し

て
の
性
格
」（
同
）
が
ま
ず
あ
り
、「
も
う
一
方
に
、
五
經
の
一
つ
と

し
て
、
人
閒
に
あ
る
べ
き
道
德
を
敎
え
る
た
め
に
編
纂
さ
れ
た
」

（
同
）
と
い
う
「
道
德
的
存
在
と
し
て
の
性
格
」（
同
）
が
混
在
し
て

い
る
。
こ
の
二
つ
の
性
格
は
、
當
然
そ
の
注
釋
に
も
反
映
さ
れ
る
。

即
ち
注
釋
を
著
し
た
學
者
の
文
學
的
な
認
識
と
道
德
的
な
認
識
と
が

注
釋
の
中
に
混
在
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
歴
代
の
注
釋

を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
學
者
の
文
學
觀
・
道
德

觀
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
そ
れ
を
總
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

中
國
に
お
け
る
文
學
觀
・
道
德
觀
の
變
遷
の
樣
子
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
と
考
え
ら
れ
る
。」（
同
）
そ
の
た
め
に
は
個
別
の
詩
經
學
者
の

主
張
を
追
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
「
詩
經
學
の
流
れ
の
中
に
正

し
く
定
位
し
、
そ
の
學
術
的
意
義
を
把
握
す
る
」（
十
七
頁
）
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
漢
唐
詩
經
學
の
權
威
と
格
鬪
し
、
そ
の
桎
梏
を
脱
す

べ
く
努
力
が
積
み
重
ね
ら
れ
た
北
宋
の
詩
經
學
こ
そ
が
、
こ
う
し
た

問
題
を
考
え
る
上
で
最
も
重
要
な
研
究
對
象
で
あ
る
と
著
者
は
考
え

る
。

　

宋
代
の
『
詩
經
』
注
釋
に
關
す
る
論
文
は
こ
れ
ま
で
數
多
く
發
表

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
大
半
は
個
別
の
注
釋
を
取
り
あ
げ
て
そ
の
特

色
を
論
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
研
究
も
無
論
意
義
の
あ
る

も
の
で
は
あ
る
が
、
各
注
釋
相
互
閒
の
關
係
性
に
つ
い
て
は
あ
ま
り

論
じ
ら
れ
ず
、
と
も
す
れ
ば
「
鹿
を
逐
う
者
山
を
見
ず
」
に
陷
り
が

ち
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
一
歩
高
み
へ
拔
け
出
さ
ん
と
し
た
著
者
の
試

み
は
大
い
に
評
價
に
値
し
よ
う
。
し
か
も
そ
れ
は
決
し
て
著
者
の
研

究
が
疎
略
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
山
を
見
な
が
ら
鹿
を
も
逃

さ
な
い
、
巨
視
と
微
視
と
を
兼
ね
備
え
た
論
證
こ
そ
が
本
書
の
眞
骨

頂
で
あ
る
。

　

さ
て
本
書
の
第
Ⅰ
部
は
「
歴
代
詩
經
學
の
鳥
瞰
」
と
題
し
、
そ
の

中
の
第
一
章
は
「
詩
經
解
釋
學
史
素
描
」
と
い
う
副
題
が
つ
い
て
い
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て
全
體
の
序
説
の
よ
う
な
趣
が
あ
り
、
そ
こ
で
披
瀝
さ
れ
る
方
法
論

も
本
書
全
體
に
貫
か
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
詳
し
く
紹
介
し
よ
う
。

　

本
章
は
周
南
「
螽
斯
」
と
そ
の
詩
序
を
例
に
擧
げ
る
。
ま
ず
「
螽

斯
」
を
首
章
の
み
擧
げ
る
と
、

螽
斯
羽　
　
　

イ
ナ
ゴ
の
羽
が

詵
詵
兮　
　
　

び
っ
し
り
あ
つ
ま
っ
て
い
る

宜
爾
子
孫　
　

き
っ
と
お
ま
え
の
子
孫
も

振
振
兮　
　
　

そ
の
よ
う
に
繁
榮
す
る
だ
ろ
う

詩
序
は
「
螽
斯
、
后
妃
子
孫
衆
多
也
。
言
若
螽
斯
不
妒
忌
、
則
子
孫

眾
多
也
。（
螽
斯
は
、
后
妃
の
子
孫
衆
多
な
り
。
言
う
こ
こ
ろ
は
螽
斯
の
若

く
し
て
妒
忌
せ
ず
ん
ば
、
則
ち
子
孫
衆
多
な
り
）」
と
云
う
。「
イ
ナ
ゴ
の

よ
う
に
嫉
妬
し
な
け
れ
ば
、
子
孫
は
た
く
さ
ん
增
え
る
」
と
い
う
、

生
物
學
的
に
見
れ
ば
何
と
も
奇
妙
な
こ
の
説
を
、
後
世
の
學
者
た
ち

が
ど
う
解
釋
し
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
が
本
章
の
主
題
で
あ
る
。

　

漢
唐
詩
經
學
に
お
い
て
は
、
鄭
箋
が
「
イ
ナ
ゴ
だ
け
は
嫉
妬
せ
ず
、

お
の
お
の
氣
を
受
け
て
子
供
を
生
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
た
く
さ
ん

增
え
る
」
と
解
す
る
の
に
對
し
、『
毛
詩
正
義
』
は
こ
れ
を
「
多
く

の
妾
た
ち
が
文
王
の
夜
伽
を
し
て
お
の
お
の
文
王
か
ら
氣
を
受
け
て

子
を
生
む
こ
と
が
で
き
る
」
と
解
す
る
。

　

し
か
し
著
者
は
こ
れ
に
疑
問
を
呈
す
る
。
鄭
箋
が
云
っ
て
い
る
の

は
「
イ
ナ
ゴ
が
交
尾
せ
ず
し
て
天
の
氣
を
受
け
、
子
を
生
む
」
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
か
と
言
う
の
で
あ
る
。
著
者
は
そ
の
根
據
と
し
て

ま
ず
『
藝
文
類
聚
』
卷
十
五
引
「
螽
斯
」
序
の
割
注
に
鄭
箋
を
引
い

て
「
各
得
大
氣
而
生
子
」
と
云
っ
て
い
る
こ
と
を
擧
げ
、
さ
ら
に
南

宋
の
羅
願
『
爾
雅
翼
』
卷
二
六
・
釋
蟲
の
「
蠭
」
の
項
に
『
列
子
』

『
淮
南
子
』『
博
物
志
』
を
引
き
な
が
ら
「
蜂
に
は
雌
雄
の
別
が
な

く
自
然
發
生
す
る
」
と
云
う
こ
と
を
傍
證
と
す
る
。
そ
し
て
『
五
經

正
義
』
に
お
い
て
も
「
受
氣
」
は
「
天
地
の
氣
を
受
け
る
」「
親
の

性
質
を
受
け
繼
ぐ
」
意
で
用
い
ら
れ
、
先
秦
漢
魏
六
朝
の
他
の
文
獻

で
も
「
天
の
氣
を
受
け
る
」
意
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
擧
げ
、「
螽

斯
」
の
正
義
は
敢
え
て
「
文
王
か
ら
雄
の
氣
を
受
け
る
」
と
い
う
苦

し
い
解
釋
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
と
す
る
。
さ
ら
に
著
者
は
、

『
正
義
』
が
こ
の
よ
う
な
無
理
を
し
て
い
る
の
は
、「
イ
ナ
ゴ
が
嫉

妬
し
な
い
」
こ
と
は
后
妃
の
婦
德
を
も
比
喩
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

⑤

⑥
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も
し
鄭
箋
を
「
イ
ナ
ゴ
が
天
の
氣
を
受
け
て
雄
な
し
に
子
を
産
む
」

と
解
す
れ
ば
、「
后
妃
も
文
王
な
し
に
子
を
産
む
」
と
い
う
史
書
に

も
見
え
な
い
超
自
然
的
な
出
産
を
し
た
こ
と
に
な
り
、
詩
序
が
荒
唐

無
稽
な
説
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
と
す
る
。
か
く
て
著
者
は
「
こ

の
よ
う
に
『
正
義
』
は
自
分
の
常
識
に
合
う
よ
う
に
序
・
傳
・
箋
を

故
意
に
曲
解
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
」（
四
一
頁
）
と
指
摘
す
る
。

　

で
は
北
宋
に
お
け
る
こ
の
詩
の
解
釋
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
歐
陽

脩
『
詩
本
義
』
は
、『
詩
經
』
に
う
た
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
人
閒
の

古
來
不
變
な
道
德
と
人
情
に
よ
る
常
識
的
な
思
索
で
理
解
で
き
る
と

す
る
「
人
情
説
」
に
立
ち
、
イ
ナ
ゴ
が
嫉
妬
す
る
か
ど
う
か
は
人
閒

に
わ
か
る
こ
と
で
は
な
い
以
上
、
鄭
箋
や
正
義
が
「
イ
ナ
ゴ
が
嫉
妬

し
な
い
」
前
提
で
そ
の
理
由
を
詮
索
す
る
の
は
無
意
味
で
あ
る
と
す

る
。
そ
し
て
「
言
若
螽
斯
不
妬
忌

0

0

0

則
子
孫
衆
多
也
」
を
「
言
不
妬
忌

0

0

0

則
子
孫
衆
多
若
螽
斯
也
」
と
改
め
、
詩
序
の
語
順
が
本
來
誤
っ
て
い

た
の
だ
と
す
る
。

　

著
者
は
歐
陽
脩
の
こ
の
解
釋
が
生
ま
れ
た
背
景
と
し
て
、「
人
情

説
」
の
他
に
『
詩
經
』
に
お
け
る
比
喩
に
對
す
る
認
識
の
變
化
を
も

擧
げ
る
。
漢
唐
詩
經
學
で
は
比
喩
と
比
喩
さ
れ
る
對
象
は
全
的
な
對

應
關
係
を
持
つ
が
、
歐
陽
脩
は
比
喩
と
比
喩
さ
れ
る
對
象
と
の
對
應

關
係
は
一
側
面
だ
け
で
よ
い
と
考
え
た
。
即
ち
イ
ナ
ゴ
の
「
多
産
」

の
面
だ
け
が
周
王
朝
の
繁
榮
へ
の
比
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
り
、「
嫉
妬
」
云
々
は
詩
人
の
意
識
に
上
っ
て
い
な
い
と
考
え

た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
識
は
詩
人
で
も
あ
っ
た
歐
陽
脩
が
『
詩

經
』
の
修
辭
や
詩
作
の
過
程
に
思
い
を
致
し
て
初
め
て
至
り
得
た
境

地
で
あ
り
、
歐
陽
脩
の
詩
經
學
は
思
想
的
側
面
と
文
學
的
側
面
と
が

不
可
分
一
體
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
著
者
は
主
張
す
る
。

　

だ
が
歐
陽
脩
の
批
判
に
よ
っ
て
「
イ
ナ
ゴ
の
嫉
妬
」
が
詩
經
學
の

俎
上
に
上
ら
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
蘇
轍
『
詩
集
傳
』

は
螽
斯
を
「
嫉
妬
し
な
く
て
子
供
が
多
い
（
不
妬
而
多
子
）」
と
し
、

詩
序
の
説
を
受
け
入
れ
た
。
蘇
轍
は
常
識
で
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な

異
常
や
神
祕
も
一
概
に
は
否
定
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
呂
祖
謙

『
呂
氏
家
塾
讀
詩
記
』
も
古
人
は
我
々
よ
り
物
の
理
を
細
か
く
觀
察

し
て
い
た
か
ら
、
イ
ナ
ゴ
が
嫉
妬
し
な
い
こ
と
も
知
っ
て
い
た
は
ず

だ
と
す
る
。
一
方
、
朱
熹
『
詩
集
傳
』
は
「
衆
妾
」
が
后
妃
の
婦
德

を
こ
と
ほ
い
だ
も
の
と
し
な
が
ら
、
イ
ナ
ゴ
は
多
産
の
比
喩
で
し
か

な
い
と
し
て
お
り
、
歐
陽
脩
の
態
度
を
受
け
繼
い
で
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
歐
陽
脩
は
序
・
傳
・
箋
・
正
義
に
對
す
る
違
和
感
を

も
と
に
批
判
を
加
え
た
が
、『
正
義
』
も
序
・
傳
・
箋
の
閒
の
矛
盾

に
對
し
て
疏
通
に
よ
っ
て
調
整
し
て
い
る
わ
け
で
、
そ
の
ス
タ
ン
ス

は
同
じ
で
あ
る
。
兩
者
の
違
い
は
違
和
感
を
疏
通
に
よ
っ
て
解
消
す

る
か
、
正
面
か
ら
批
判
す
る
か
の
違
い
で
し
か
な
い
。
つ
ま
り
宋
代

詩
經
學
の
萌
芽
は
『
正
義
』
の
疏
通
の
中
に
既
に
存
在
し
て
い
た
と

著
者
は
主
張
す
る
。
著
者
に
據
れ
ば
、『
毛
詩
正
義
』
を
丹
念
に
讀

み
解
け
ば
、｢

疏
は
注
を
破
ら
ず｣
と
言
わ
れ
た
中
で
も
獨
自
の
認

識
を
表
現
し
て
い
た
こ
と
を
見
出
せ
る
し
、
そ
れ
こ
そ
が
宋
代
詩
經

學
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
漢
唐
詩
經
學
は
決
し
て
一
體
で
は
な
い

し
、
宋
代
詩
經
學
も
ま
た
漢
唐
詩
經
學
と
斷
絶
し
た
存
在
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

　

著
者
は
さ
ら
に
宋
代
以
後
に
も
目
を
向
け
る
。
淸
朝
考
證
學
に
お

い
て
は
、
周
知
の
通
り
漢
學
が
再
び
脚
光
を
浴
び
、『
詩
經
』
も
詩

序
や
毛
傳
が
復
權
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
陳
奐
『
詩
毛
氏
傳
疏
』
は

詩
序
や
毛
傳
を
嚴
格
に
守
っ
た
解
釋
を
行
っ
て
い
る
が
、「
螽
斯
」

に
お
い
て
は
詩
序
の
句
讀
を
「
言
若
螽
斯
。
不
妬
忌
則
子
孫
衆
多

也
」
と
讀
み
變
え
れ
ば
「
妬
忌
せ
ず
」
は
「
螽
斯
」
と
無
關
係
に
な

る
と
し
て
、「
イ
ナ
ゴ
の
嫉
妬
」
問
題
を
巧
妙
に
回
避
し
て
い
る
。

著
者
は
陳
奐
の
こ
の
説
も
實
は
胡
承
珙
『
毛
詩
後
箋
』
が
宋
末
元
初

の
金
履
祥
の
説
と
し
て
引
い
て
お
り
、
歐
陽
脩
を
は
じ
め
と
す
る
宋

代
詩
經
學
の
影
響
も
認
め
ら
れ
る
と
す
る
。

　

續
く
第
二
章
は
周
南
「
卷
耳
」
を
例
に
、
漢
唐
の
解
釋
を
宋
代
詩

經
學
が
ど
の
よ
う
な
立
場
か
ら
批
判
し
て
き
た
か
を
分
析
す
る
。

「
卷
耳
」
の
詩
序
は
文
王
の
后
妃
太
姒
が
賢
者
を
求
め
て
そ
の
官
職

を
審
査
し
、
臣
下
の
勤
勞
の
樣
子
を
心
配
し
て
心
が
憂
え
る
さ
ま
を

歌
っ
た
も
の
と
解
す
る
が
、
歐
陽
脩
は
婦
人
で
あ
る
后
妃
が
賢
者
を

求
め
て
官
職
を
審
査
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
詩
序
の
説
は
誤

り
と
す
る
。
蘇
轍
も
同
じ
理
由
か
ら
、
后
妃
は
自
ら
賢
者
を
求
め
た

の
で
は
な
く
、
夫
に
そ
う
す
る
よ
う
督
勵
し
た
と
解
す
る
。

　

一
方
朱
熹
は
『
詩
序
辨
説
』
で
、
詩
序
の
よ
う
な
解
釋
で
は
、
各

章
に
あ
る｢

我｣

と
い
う
一
人
稱
が
、
首
章
で
は
后
妃
の
自
稱
で
あ

る
の
に
二
章
以
下
で
は
外
地
に
旅
す
る
使
者
の
自
稱
と
な
っ
て
首
尾

一
貫
し
な
い
か
ら
詩
序
の
説
は
誤
り
だ
と
す
る
。
歐
陽
脩
・
蘇
轍
が

と
も
に
道
德
的
見
地
か
ら
詩
序
を
批
判
す
る
の
に
對
し
、
朱
熹
は
文

學
的
見
地
か
ら
詩
序
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
宋
代
詩
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經
學
は
多
方
面
か
ら
漢
唐
詩
經
學
を
再
檢
討
し
、
詩
經
學
を
新
た
な

局
面
に
押
し
上
げ
た
の
だ
と
著
者
は
言
う
。

　

し
か
し
著
者
は
ま
た
言
う
。
宋
代
詩
經
學
も
漢
唐
詩
經
學
の
影
響

を
完
全
に
一
掃
で
き
た
わ
け
で
は
な
く
、
歴
史
主
義
的
な
志
向
は
な

お
殘
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
漢
唐
詩
經
學
の
中
で
も
、
毛
傳
や
『
正

義
』
は｢

夫
が
賢
人
に
官
職
を
與
え
る
の
を
后
妃
が
輔
佐
す
る
」
と

し
て
お
り
、
宋
代
詩
經
學
と
同
樣
の
價
値
觀
で
詩
序
を
讀
み
替
え
て

い
る
と
。『
正
義
』
を
他
の
注
釋
と
比
べ
て
初
め
て
こ
の
こ
と
に
氣

づ
く
の
で
あ
っ
て
、
漢
唐
詩
經
學
と
宋
代
詩
經
學
は
「
互
い
に
自
己

主
張
し
な
が
ら
も
切
っ
て
も
切
れ
ぬ
關
係
で
つ
な
が
っ
て
い
る
」

（
八
三
頁
）
の
だ
と
著
者
は
主
張
す
る
。

　

一
般
に
は
朱
熹
『
詩
集
傳
』
に
代
表
さ
れ
る
宋
代
詩
經
學
は
詩
序

や
傳
箋
正
義
へ
の
反
發
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
、
淸
朝
詩
經
學
は
宋

學
へ
の
反
發
か
ら
再
び
漢
唐
の
古
注
が
見
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
一
般
向
け
の
概
説
書
、
た
と
え
ば
白
川
靜

『
詩
經
』（
中
公
文
庫
、
一
九
七
〇
年
）
や
目
加
田
誠
『
詩
經
研
究
』

（
前
掲
）
は
そ
の
一
章
を
『
詩
經
』
研
究
史
の
概
説
に
充
て
て
い
る

が
、
や
は
り
こ
の
認
識
に
立
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
漢
唐
・
宋
代
・

淸
朝
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
經
學
は
從
來
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
單
純
に
反

發
し
合
う
關
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
影
響
を
受
け
な
が

ら
繼
承
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
著
者
は
諸
注
釋
そ
の

も
の
を
虚
心
か
つ
丹
念
に
讀
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
見
出
そ
う
と
す

る
の
で
あ
る
。
實
に
新
鮮
で
、
し
か
も
足
が
地
に
着
い
た
研
究
と
い

え
よ
う
。

　

本
書
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
や
、
そ
の
研
究
方
法
の
根
幹
は
、
實

の
と
こ
ろ
第
一
章
と
第
二
章
で
既
に
ほ
と
ん
ど
盡
く
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
著
者
は
續
く
第
Ⅱ
部
以
下
で
も
、
な
お
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か

ら
漢
唐
・
北
宋
の
諸
注
釋
に
分
析
を
加
え
、
第
一
章
で
示
さ
れ
た
見

通
し
を
よ
り
強
固
な
も
の
に
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

第
Ⅱ
部
第
三
章
か
ら
第
十
章
ま
で
は
、
北
宋
詩
經
學
の
主
な
成
果

を
取
り
あ
げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
漢
唐
詩
經
學
、
ま
た
他
の
宋
代
詩
經

學
と
ど
う
關
係
し
た
か
を
分
析
す
る
。
第
三
・
四
章
は
歐
陽
脩
『
詩

本
義
』、
第
五
章
は
王
安
石
『
詩
經
新
義
』、
第
六
～
九
章
は
蘇
轍

『
詩
集
傳
』、
第
十
章
は
程
頤
『
詩
解
』（『
河
南
程
書
經
説
』
卷
三
）

を
對
象
と
す
る
。

　

第
三
章
は
『
毛
詩
正
義
』
が
『
詩
本
義
』
成
立
に
ど
の
よ
う
な
役
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割
を
果
た
し
た
か
を
、
兩
者
の
比
較
を
通
じ
て
次
の
よ
う
に
ま
と
め

て
い
る
。

一
、
考
證
資
料
の
出
典
と
し
て
の
役
割

二
、『
詩
本
義
』
中
の
議
論
と
の
關
わ
り

ａ
、『
正
義
』
の
説
を
『
詩
本
義
』
の
議
論
に
取
り
入
れ
て
い
る

面
ｂ
、『
正
義
』
の
説
を
批
判
す
る
こ
と
で
『
詩
本
義
』
の
議
論
を

構
築
し
て
い
る
面

三
、
歐
陽
脩
の
詩
解
釋
理
論
の
淵
源
と
し
て
の
影
響

歐
陽
脩
は
『
正
義
』
を
排
斥
し
た
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
批
判
的
に
吸

收
・
應
用
し
た
の
で
あ
り
、「
六
朝
唐
の
義
疏
學
は
新
し
い
學
問
の

淵
源
と
し
て
存
在
感
を
示
し
て
い
た
」
の
だ
と
著
者
は
言
う
。

　

第
四
章
は
歐
陽
脩
の
比
喩
説
を
檢
討
す
る
。
著
者
は
ま
ず
歐
陽
脩

は
賦
・
比
・
興
と
い
う
傳
統
的
思
考
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
直
敍
と
比
喩

と
い
う
二
項
對
立
に
よ
っ
て
『
詩
經
』
の
修
辭
技
法
を
分
析
し
て
い

た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
次
い
で
比
喩
は
作
者
の
意
圖
を
明
瞭
に
表
現

し
、「
言
い
表
し
が
た
い
思
い
」
を
表
現
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る

以
上
、
比
喩
を
解
釋
す
れ
ば
詩
の
意
味
は
簡
潔
に
な
る
は
ず
で
あ
っ

て
、
比
喩
に
敎
訓
を
讀
み
取
ろ
う
と
し
て
か
え
っ
て
難
解
に
な
っ
て

い
る
傳
箋
正
義
は
批
判
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
歐
陽
脩
の
比
喩

説
の
骨
子
で
あ
る
と
す
る
。

　

第
五
章
は
と
か
く
新
法
と
關
連
付
け
て
輕
く
扱
わ
れ
が
ち
な
王
安

石
『
詩
經
新
義
』
に
つ
い
て
、
詩
の
章
相
互
閒
、
句
相
互
閒
の
關
係

を
重
視
し
た
解
釋
や
、
比
喩
を
詩
人
の
實
見
と
す
る
説
な
ど
、
詩
人

の
視
點
に
立
っ
た
解
釋
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
王
安
石
自

身
が
詩
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
そ
の
要
因
で
あ
る
と
す
る
。

　

第
六
～
九
章
は
蘇
轍
『
詩
集
傳
』
に
つ
い
て
、
そ
の
穩
健
と
評
さ

れ
る
解
釋
の
來
源
を
探
る
。
第
六
章
は
蘇
轍
が
歐
陽
脩
か
ら
そ
の
方

法
を
繼
承
發
展
さ
せ
た
事
を
論
じ
、
第
七
章
で
は
王
安
石
か
ら
も
詩

の
構
成
を
重
視
す
る
方
法
論
を
繼
承
し
た
こ
と
を
論
じ
、
第
八
章
で

は
蘇
轍
が
小
序
の
首
句
の
み
殘
し
て
二
句
目
以
降
を
刪
っ
た
こ
と
に

つ
い
て
、
二
句
目
以
降
を
無
價
値
と
考
え
た
の
で
は
な
く
、
首
句
と

二
句
目
以
降
は
性
質
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
る

と
し
、
第
九
章
で
は
蘇
轍
が
毛
傳
を
『
毛
詩
正
義
』
か
ら
切
り
離
し

て
そ
の
訓
詁
だ
け
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　

著
者
は
第
七
章
に
お
い
て
、
蘇
轍
は
王
安
石
『
詩
經
新
義
』
に
對
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し
て
批
判
的
で
は
あ
っ
た
が
、
司
馬
光
の
よ
う
に
深
く
憎
ん
で
い
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
戴
維
の
説
を
引
き
、
そ
の
根
據
と
さ
れ

る
『
宋
史
』
蘇
轍
傳
に
は
確
か
に
司
馬
光
が
王
安
石
『
新
義
』
を
廢

し
て
科
擧
を
舊
來
の
制
度
に
戻
そ
う
と
し
た
の
に
對
し
、
蘇
轍
が
性

急
す
ぎ
る
と
反
對
し
た
旨
の
記
事
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
科
擧
受
驗
者

の
混
亂
を
防
ぐ
た
め
に
現
實
的
配
慮
を
求
め
た
ま
で
で
あ
っ
て
、
蘇

轍
自
身
の
『
新
義
』
に
對
す
る
評
價
に
基
づ
く
と
は
言
い
難
い
と
指

摘
し
た
上
で
、「
蘇
轍
が
『
新
義
』
を
い
か
に
評
價
し
て
い
た
か
は
、

『
新
義
』
と
『
蘇
傳
』
の
經
説
を
具
體
的
に
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
の
み
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
云
う
。
こ
こ
に
も
著
者
の
、

原
典
を
じ
か
に
讀
み
込
む
こ
と
で
そ
の
意
に
近
づ
こ
う
と
す
る
態
度

が
窺
え
る
。

　

第
十
章
は
程
頤
『
詩
解
』
に
つ
い
て
、
他
の
北
宋
の
諸
注
釋
と
異

な
り
、
詩
に
う
た
わ
れ
る
敍
事
を
本
事
を
離
れ
た
抽
象
的
な
敍
述
と

解
釋
す
る
傾
向
が
強
く
、
朱
熹
に
「
義
を
取
る
こ
と
太
だ
多
し
」
と

批
判
さ
れ
た
所
以
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
詩
を
構
造
的
・
全
體
的
に
理

解
し
よ
う
と
す
る
態
度
か
ら
來
た
も
の
で
あ
っ
て
、
同
時
代
の
他
の

學
者
と
解
釋
の
結
果
は
違
っ
て
い
て
も
、
決
し
て
孤
立
し
た
も
の
で

は
な
く
繼
承
關
係
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　

本
章
に
お
い
て
、
著
者
は
程
頤
の
特
殊
性
が
高
い
解
釋
の
例
と
し

て
獨
特
の
字
義
解
釋
を
擧
げ
、
そ
れ
ら
は
宋
代
に
お
い
て
は
孤
立
的

で
あ
っ
た
が
、
中
に
は
基
づ
く
と
こ
ろ
が
あ
る
例
も
あ
る
こ
と
を
指

摘
す
る
。
そ
の
中
で
根
據
と
す
べ
き
故
訓
が
見
當
た
ら
な
い
例
と
し

て
、
大
雅
「
皇
矣
」
首
章
の
「
憎
」
を
「
與
增
同
」
と
解
す
る
例
を

擧
げ
て
い
る
。「
憎
」
を
「
增
」
と
解
す
る
故
訓
は
確
か
に
管
見
の

限
り
で
も
見
當
ら
な
い
。
し
か
し
逆
に
「
增
」
を
「
憎
」
に
誤
っ
た

例
な
ら
實
は
『
毛
詩
正
義
』
の
中
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
魯
頌
「
閟

宮
」
四
章
「
烝
徒
增
增
」
の
正
義
に
「
定
本
・
集
注
皆
作
增
字
、
其

義
是
也
。
俗
本
作
憎
、
誤
也
（
定
本
・
集
注
は
皆
な
增
字
に
作
る
、
其

の
義
は
是
な
り
。
俗
本 

憎
に
作
る
は
、
誤
り
な
り
）」
と
あ
り
、
程
頤
が

こ
れ
に
據
っ
て
「
憎
」
を
「
增
」
と
解
し
た
可
能
性
は
考
え
ら
れ
な

い
だ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
『
論
衡
』
問
孔
に
は
「
不
懼
季
氏
增
邑
不

隱
諱
之
害
（
季
氏
の
增
邑
し
て
隱
諱
せ
ざ
る
の
害
を
懼
れ
ず
）」
と
い
う

一
文
が
あ
り
、
こ
の
「
增
」
も
黄
暉
『
論
衡
校
釋
』
が
「「
增
」
當

作
「
憎
」、
形
之
訛
也
」
と
注
し
て
以
來
こ
れ
が
通
説
と
な
っ
て
い

る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
朱
熹
が
程
頤
の
説
を
「
憎
、
當
作

⑦
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增
」
と
改
め
て
引
用
し
た
の
も
、
程
頤
の
訓
詁
が
「
閟
宮
」
の
正
義

に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
、
若
し
く
は
そ
う

で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
改
め
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
例
を

も
っ
て
朱
熹
が
「
故
訓
に
基
づ
か
な
い
程
頤
の
訓
釋
を
自
ら
の
詩
篇

解
釋
に
用
い
て
い
る
」（
四
一
三
頁
）
根
據
と
す
る
の
は
些
か
問
題
が

あ
る
よ
う
に
思
う
。

　

第
Ⅲ
部
は
北
宋
の
各
學
者
を
通
じ
て
の
『
詩
經
』
研
究
の
方
法
論

や
解
釋
理
念
を
、
包
括
的
に
論
じ
て
い
る
。
第
Ⅱ
部
が
學
者
別
の
縱

絲
の
論
で
あ
っ
た
の
に
對
し
、
第
Ⅲ
部
以
下
は
テ
ー
マ
別
の
橫
絲
の

論
で
あ
り
、
恰
も
『
文
心
雕
龍
』
を
思
わ
せ
る
緻
密
な
構
成
に
な
っ

て
い
る
。

　

第
十
一
章
は
王
風
「
丘
中
有
麻
」
を
對
象
と
し
て
歴
代
の
注
釋
を

比
較
し
、『
詩
經
』
解
釋
に
お
け
る
歴
史
主
義
の
諸
相
を
探
る
。
漢

唐
詩
經
學
は
詩
で
歌
わ
れ
る
内
容
を
特
定
の
歴
史
上
の
人
物
や
事
件

に
結
び
つ
け
る
傾
向
が
強
く
、
そ
れ
は
『
詩
經
』
の
外
の
文
獻
に
依

據
す
る
「
文
獻
中
心
の
歴
史
主
義
」（
四
六
九
頁
）
で
あ
る
の
に
對
し
、

北
宋
詩
經
學
で
は
『
詩
經
』
そ
れ
自
體
が
實
際
に
起
こ
っ
た
こ
と
を

歌
っ
た
も
の
で
あ
り
、
歴
史
事
實
は
詩
に
内
在
し
て
い
る
と
考
え
る

「
詩
經
自
足
型
の
歴
史
主
義
」（
四
七
〇
頁
）
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

さ
ら
に
淸
の
方
玉
潤
『
詩
經
原
始
』
で
一
部
の
詩
を
作
者
が
頭
の
中

で
作
っ
た
虚
構
で
あ
る
と
す
る
説
が
現
れ
、
現
代
の
錢
鍾
書
に
至
っ

て
、
詩
が
登
場
人
物
の
自
作
か
否
か
、
事
實
か
虚
構
か
と
い
っ
た
作

詩
の
事
情
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
、
作
品
自
體
と
直
に
向
き
合
い
、

そ
の
趣
向
や
表
現
自
體
の
面
白
さ
を
鑑
賞
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
解
釋

姿
勢
が
現
れ
た
こ
と
を
、
著
者
は
『
詩
經
』
研
究
史
上
畫
期
的
な
こ

と
と
評
價
す
る
。
錢
氏
の
姿
勢
は
本
書
に
お
け
る
著
者
の
研
究
姿
勢

と
も
共
通
す
る
故
、
氣
脈
を
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
だ
。

　

第
十
二
章
は
歐
陽
脩
以
降
の
各
學
者
が
漢
唐
の
歴
史
主
義
的
解
釋

か
ら
ど
の
よ
う
に
脱
却
し
て
い
っ
た
か
を
、
歐
陽
脩
『
詩
本
義
』
以

降
盛
ん
に
用
い
ら
れ
る
「
汎
論
」「
汎
言
」（
一
般
論
）
と
い
う
語
を

軸
に
考
察
す
る
。

　

第
十
三
章
は
『
毛
詩
正
義
』
か
ら
既
に
見
ら
れ
る
「
假
設
」「
假

言
」（
虚
構
）
と
い
う
術
語
が
、
宋
代
に
お
い
て
ど
う
展
開
し
、
變

化
し
て
い
っ
た
か
を
論
じ
て
い
る
。

　

第
十
四
章
は
漢
唐
詩
經
學
に
見
ら
れ
る
「
陳
古
刺
今
」
の
解
釋
概

念
か
ら
、
朱
熹
『
詩
集
傳
』
に
顯
著
な
淫
詩
説
に
至
る
ま
で
の
過
程
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を
分
析
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
本
章
の
引
用
す
る
歐
陽
脩
『
詩
本
義
』
の
「
觸
事
感
物

文
之
以
言
善
者
美
之
惡
者
刺
之
…
…
」
と
い
う
く
だ
り
を
、
著
者
が

「
事
に
觸
れ
物
に
感
じ
そ
れ
を
言
葉
に
表
現
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
善

な
る
も
の
は
褒
め
稱
え
、
惡
は
刺
る
氣
持
ち

0

0

0

（
傍
點
は
原
文
─
評
者

注
）
を
言
い
、
…
…
（
觸
事
感
物
文
之
、
以
言
善
者
美
之
、
惡
者
刺
之
、

…
…
）」（
六
四
一
頁
）
と
讀
ん
で
い
る
の
に
は
少
々
引
っ
掛
か
っ
た
。

こ
こ
は
や
は
り
「
觸
事
感
物
、
文
之
以
言
、
善
者
美
之
、
惡
者
刺
之

（
事
に
觸
れ
物
に
感
じ
、
之
を
文か
ざ

る
に
言
を
以
て
し
、
善
な
る
者
は
之
を
美

め
、
惡
な
る
者
は
之
を
刺そ
し

る
）」
の
方
が
、
リ
ズ
ム
か
ら
も
文
意
か
ら

も
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
假
に
著
者
の
よ
う
に
句
讀
を
切
る
と

し
て
も
、
譯
の
「
氣
持
ち
」
に
直
接
對
應
す
る
文
字
が
引
用
部
分
に

無
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
ざ
わ
ざ
傍
點
を
振
っ
て
強
調
し
て
い
る

の
は
い
か
が
な
も
の
か
。

　

第
十
五
章
は
『
詩
經
』
の
作
中
に
お
け
る
語
り
手
や
主
人
公
と
作

者
と
の
關
係
に
つ
い
て
の
分
析
で
あ
る
。『
毛
詩
正
義
』
で
は
作
者

は
語
り
手
の
感
情
の
發
露
を
批
評
的
に
敍
述
す
る
道
德
的
存
在
と
さ

れ
る
の
に
對
し
、
朱
熹
は
詩
中
の
語
り
手
と
詩
人
を
同
一
視
し
、
語

り
手
＝
詩
人
は
藝
術
的
表
現
者
で
あ
る
と
同
時
に
道
德
的
存
在
で
も

あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
閒
に
い
る
の
が
歐
陽
脩
で
、『
詩
本
義
』
に

お
い
て
既
に
詩
人
は
表
現
者
の
ま
な
ざ
し
で
詩
中
の
出
來
事
を
見
つ

め
て
い
る
と
解
す
る
説
が
見
ら
れ
る
と
著
者
は
い
う
。

　

第
十
六
章
は
嚴
粲
『
詩
緝
』
が
、
朱
熹
『
詩
集
傳
』
で
一
旦
は
排

さ
れ
た
詩
序
を
尊
重
す
る
方
向
へ
回
歸
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
詩
序

を
排
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
『
詩
經
』
の
道
德
的
意
義
を
詩
自
體
か
ら

讀
み
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
か
え
っ
て
解
釋
の
自
由
度
を

狹
め
て
し
ま
っ
た
の
に
對
し
、
嚴
粲
は
詩
序
に
道
德
的
意
義
の
源
泉

を
戻
す
こ
と
に
よ
っ
て
詩
自
體
の
解
釋
の
自
由
度
を
高
め
る
こ
と
に

な
っ
た
と
指
摘
す
る
。

　

第
Ⅳ
部
は
第
Ⅲ
部
に
續
く
「
橫
絲
の
論
」
で
、
儒
敎
倫
理
に
關
す

る
い
く
つ
か
の
テ
ー
マ
を
擧
げ
て
、
漢
唐
か
ら
宋
代
に
至
る
解
釋
の

變
化
を
分
析
す
る
。

　

第
十
七
章
は
今
い
る
國
を
捨
て
て
新
天
地
に
移
ろ
う
と
す
る
こ
と

を
歌
っ
た
詩
に
つ
い
て
、
漢
唐
の
解
釋
は
そ
う
し
た
態
度
に
も
寬
容

で
あ
っ
た
も
の
が
、
宋
代
に
な
る
と
そ
う
し
た
解
釋
を
不
道
德
と
し

て
批
判
す
る
傾
向
が
強
ま
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

⑧
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本
章
に
お
い
て
同
姓
の
臣
が
國
を
去
る
こ
と
の
是
非
を
め
ぐ
る
解

釋
に
つ
い
て
、
著
者
は
『
楚
辭
』
九
歌
・
湘
君
を
參
考
例
と
し
て
擧

げ
る
。
そ
の
中
の

心
不
同
兮
媒
勞　
　

心
同
じ
か
ら
ざ
れ
ば
媒
勞つ

か

れ

恩
不
甚
兮
輕
絶　
　

恩
甚
し
か
ら
ざ
れ
ば
輕
が
る
し
く
絶
ゆ

と
い
う
句
に
つ
い
て
、
王
逸
注
は
「
自
分
と
主
君
と
は
同
姓
で
先
祖

を
同
じ
く
す
る
の
で
、
主
君
と
交
わ
り
を
絶
っ
て
離
れ
て
し
ま
う
こ

と
は
道
義
上
で
き
な
い
（
言
己
與
君
同
姓
共
祖
、
無
離
絶
之
義
也
）」
と

云
う
の
に
對
し
、『
文
選
』
卷
三
二
の
李
周
翰
注
は
「
主
君
に
仕
え

る
道
も
こ
れ
と
似
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
（
事
君
之
道
亦
類
此
焉
）」

と
あ
っ
さ
り
し
た
解
説
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
を
引
く
の

で
あ
れ
ば
、
朱
熹
の
『
楚
辭
集
注
』
も
ま
た
「
此
篇
本
以
求
神
而
不

答
比
事
君
之
不
遇
、
…
…
求
神
不
答
、
豈
不
亦
猶
是
乎
。（
此
の
篇
は

本
と
神
を
求
め
て
答む
く

い
ら
れ
ざ
る
を
以
て
君
に
事
え
て
遇
せ
ら
れ
ざ
る
に
比

す
、
…
…
神
を
求
め
て
答
い
ら
れ
ざ
る
は
、
豈
に
亦
た
猶
お
是か

く
の
ご
と
く

な
ら
ん
や
。）」
と
同
樣
の
解
釋
で
あ
る
こ
と
に
も
觸
れ
て
お
く
方
が

よ
い
の
で
は
な
い
か
。
君
臣
關
係
を
め
ぐ
る
『
詩
經
』
の
解
釋
に

『
楚
辭
』
や
そ
の
解
釋
が
影
響
し
て
い
る
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら

れ
る
こ
と
で
あ
り
、
漢
唐
か
ら
北
宋
へ
の
『
詩
經
』
解
釋
の
變
化
も
、

詩
經
學
だ
け
を
見
て
い
て
は
解
決
し
な
い
複
雜
な
要
素
が
あ
る
こ
と

を
、
こ
の
例
が
圖
ら
ず
も
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

　

第
十
八
章
と
第
十
九
章
は
『
毛
詩
正
義
』
に
見
ら
れ
る
、
過
去
の

君
主
を
そ
し
っ
た
詩
と
解
す
る
「
追
刺
」
説
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

第
十
八
章
で
は
『
正
義
』
が
「
追
刺
」
の
概
念
を
用
い
て
詩
を
解
す

る
の
は
實
は
本
文
・
序
・
傳
・
箋
の
閒
の
矛
盾
を
解
消
す
る
た
め
の

例
外
的
措
置
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
歐
陽
脩
に
批
判
さ
れ
た
が
、
一
方

で
『
正
義
』
が
詩
人
の
感
情
の
表
出
と
詩
の
道
德
的
效
用
と
は
必
ず

し
も
一
致
す
る
必
要
が
な
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
と
す
る
。

　

第
十
九
章
で
は
宋
代
の
各
學
者
に
「
追
刺
」
説
を
回
避
す
る
傾
向

が
強
い
一
方
、
過
去
の
君
主
の
失
敗
に
起
因
す
る
亡
國
の
怨
み
と
解

す
る
「
追
怨
」「
追
恨
」
説
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　

第
Ⅴ
部
第
二
十
章
で
は
宋
代
詩
經
學
の
淸
朝
學
へ
の
影
響
と
し
て
、

陳
奐
『
詩
毛
氏
傳
疏
』
を
取
り
あ
げ
る
。
第
一
章
で
も
既
に
觸
れ
ら

れ
て
い
る
歐
陽
脩
『
詩
本
義
』
の
陳
奐
へ
の
影
響
を
、
字
義
の
考
證
、
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比
喩
の
認
識
、
詩
の
主
題
（
詩
序
）
と
詩
句
と
の
關
係
、
句
構
造
の

把
握
詩
の
構
造
の
各
方
面
か
ら
詳
細
に
考
證
す
る
。
宋
代
詩
經
學
が

『
毛
詩
正
義
』
を
乘
り
越
え
よ
う
と
し
な
が
ら
も
、
實
際
に
は
そ
の

影
響
を
受
け
て
き
た
の
と
同
樣
に
、
陳
奐
も
ま
た
宋
代
詩
經
學
と
は

異
な
る
體
系
の
學
問
を
構
築
し
よ
う
と
し
な
が
ら
、
そ
の
影
響
を
免

れ
得
な
か
っ
た
の
だ
と
著
者
は
言
う
。

　

第
一
章
の
部
分
で
も
觸
れ
た
よ
う
に
、
宋
代
詩
經
學
と
淸
朝
詩
經

學
の
閒
に
影
響
關
係
を
見
出
し
た
の
は
著
者
の
大
き
な
功
績
で
あ
る
。

だ
が
宋
代
詩
經
學
は
朱
熹
『
詩
集
傳
』
以
後
、
嚴
粲
『
詩
緝
』
で
再

び
尊
序
に
戻
る
流
れ
の
他
に
、
朱
熹
の
淫
詩
説
を
一
層
尖
鋭
化
し
て
、

「
淫
奔
者
之
詩
」
と
朱
熹
が
斷
じ
た
詩
は
聖
人
の
選
ん
だ
詩
で
は
あ

り
得
な
い
か
ら
刪
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
王
柏
の
よ
う
な
流
れ
も
あ

る
。
王
柏
は
『
詩
經
』
研
究
史
に
お
い
て
は
過
激
派
と
し
て
輕
く
扱

わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
臺
灣
の
程
元
敏
に
『
王
柏
之
詩
經
學
』（
嘉

新
水
泥
公
司
文
化
基
金
會
叢
書
・
研
究
論
文
第
一
二
六
種
、
一
九
六
八
年
）

と
い
う
專
著
が
あ
り
、
程
氏
は
王
柏
の
詩
説
が
明
の
王
陽
明
、
茅
坤

と
い
っ
た
思
想
家
に
も
影
響
を
殘
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た

目
加
田
誠
も
同
樣
に
王
柏
の
説
が
「
そ
の
弟
子
金
仁
山
（
履
祥
）
に

う
け
繼
が
れ
、
明
の
王
直
、
王
陽
明
、
茅
鹿
門
（
坤
─
評
者
注
）、
程

篁
墩
（
敏
政
─
評
者
注
）
は
亦
何
れ
も
詩
經
が
古
の
三
百
篇
に
非
る

を
主
張
し
、
程
篁
墩
に
基
い
て
閻
若
璩
も
詩
經
の
舊
本
に
非
る
を
と

な
え
た
」
と
云
う
。
王
柏
の
流
れ
も
ま
た
淸
朝
詩
經
學
に
ま
で
影
響

を
殘
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
實
態
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の

か
。
本
書
で
積
み
殘
さ
れ
た
大
い
に
氣
に
な
る
問
題
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
本
章
で
は
王
風
「
采
葛
」
が
例
に
擧
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

歐
陽
脩
『
詩
本
義
』
の
解
釋
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
九
一
三
頁
末
行

か
ら
九
一
八
頁
十
二
行
目
に
亙
っ
て
詩
の
本
文
・
訓
讀
・
譯
と
も
に

「
采
」
を
「
釆
」
に
作
っ
て
い
る
。「
釆
」
と
「
采
」
は
も
と
よ
り

別
字
で
、
こ
こ
は
「
采
」
で
な
け
れ
ば
意
味
が
通
ら
な
い
。
著
者
が

凡
例
で
底
本
と
し
て
擧
げ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
を
確
か
め
た
と
こ
ろ
、

『
四
部
叢
刊
廣
編
』
本
『
詩
本
義
』
が
確
か
に
「
釆
」
と
も
讀
め
そ

う
な
字
に
作
っ
て
い
る
が
、『
詩
本
義
』
の
底
本
に
從
う
に
し
て
も
、

こ
こ
は
「
采
」
に
作
っ
た
上
で
「
底
本
は
「
釆
」
に
作
る
が
、
他
の

諸
本
に
從
い
「
采
」
に
改
め
る
」
と
で
も
し
な
い
と
、
讀
者
を
徒
ら

に
混
亂
さ
せ
る
の
で
は
な
い
か
。
實
際
他
の
章
で
は
そ
の
よ
う
に
底

本
の
文
字
を
改
め
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
玉
に
瑕
、
そ
れ
も
ご
く

⑨
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評

微
細
な
瑕
で
は
あ
る
が
、
底
本
の
文
字
に
ど
こ
ま
で
忠
實
で
あ
る
べ

き
か
、
特
に
明
白
な
誤
字
や
一
般
的
で
な
い
異
體
字
ま
で
墨
守
す
べ

き
か
ど
う
か
は
、
論
文
を
書
く
上
で
も
學
生
を
指
導
す
る
上
で
も
惱

ま
し
い
問
題
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
特
記
す
る
次
第
で
あ
る
。

　

本
書
は
こ
の
後
さ
ら
に
「
ま
と
め
」
と
題
し
て
、
縷
々
述
べ
來
た

っ
た
個
別
の
論
を
、
よ
り
包
括
的
な
視
點
か
ら
ま
と
め
直
し
て
い
る
。

第
Ⅰ
部
を
讀
ん
だ
後
は
、
第
Ⅱ
部
よ
り
先
に
こ
ち
ら
を
讀
ん
だ
方
が
、

本
書
の
全
貌
が
見
え
や
す
く
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

第
一
に
擧
げ
る
の
は
『
毛
詩
正
義
』
の
重
要
性
で
あ
る
。
歐
陽
脩

が
唱
え
た
比
喩
説
や
、
詩
篇
が
「
詩
人
の
意
」
や
「
編
者
の
意
」
な

ど
重
層
的
で
多
樣
な
意
味
を
も
つ
と
い
う
認
識
、
追
刺
説
な
ど
の
諸

説
は
、『
毛
詩
正
義
』
に
既
に
そ
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

『
正
義
』
は
必
ず
し
も
漢
代
詩
經
學
の
化
石
で
は
な
く
、
む
し
ろ
新

し
い
詩
經
學
を
生
み
養
う
生
命
力
で
あ
っ
た
と
著
者
は
言
う
。

　

第
二
に
宋
代
詩
經
學
は
漢
唐
の
注
釋
を
素
材
と
し
て
用
い
て
い
る

こ
と
も
指
摘
す
る
。
歐
陽
脩
が
鄭
箋
を
毛
傳
か
ら
切
り
離
し
て
批
判

し
、
蘇
轍
が
毛
傳
の
訓
詁
を
斷
章
取
義
し
て
、
甚
だ
し
き
に
至
っ
て

は
毛
傳
と
反
對
の
意
味
の
訓
詁
と
し
た
り
し
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ

る
。
詩
序
に
つ
い
て
も
蘇
轍
が
首
句
と
二
句
目
以
降
を
切
り
離
し
て

前
者
を
眞
正
の
も
の
と
し
た
の
も
そ
れ
で
あ
る
。

　

第
三
に
宋
代
詩
經
學
の
學
者
閒
に
も
影
響
關
係
が
あ
っ
た
こ
と
を

指
摘
す
る
。
程
頤
は
王
安
石
と
政
治
的
に
は
對
立
關
係
に
あ
っ
た
が
、

程
頤
の
詩
經
研
究
は
王
安
石
と
同
樣
に
、
詩
句
に
極
め
て
濃
密
な
意

味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
立
場
か
ら
「
深
讀
み
」
す
る
傾
向
が

あ
る
よ
う
に
、
立
場
が
異
な
る
學
者
の
閒
で
も
解
釋
理
念
や
方
法
に

は
共
通
す
る
部
分
が
あ
る
と
い
う
。
そ
の
宋
代
詩
經
學
の
解
釋
理
念

に
つ
い
て
、
著
者
は
一
つ
に
詩
篇
の
内
容
は
實
際
に
起
こ
っ
た
こ
と

で
あ
る
と
い
う
解
釋
は
前
代
か
ら
受
け
繼
が
れ
た
も
の
で
あ
り
、
歴

史
主
義
的
解
釋
は
排
さ
れ
て
も
、
詩
を
全
く
の
虚
構
と
は
考
え
な
か

っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
も
う
一
つ
に
漢
唐
詩
經
學
は
一
篇
の
詩
の
中

で
も
あ
る
章
・
句
・
語
と
他
の
章
・
句
・
語
の
關
係
を
考
慮
せ
ず
に

解
釋
す
る
傾
向
が
強
い
が
、
宋
代
詩
經
學
で
は
一
篇
の
詩
全
體
の
整

合
性
を
重
視
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
王
安
石
や
蘇
轍

が
疊
詠
の
詩
に
つ
い
て
漸
層
法
を
用
い
て
い
る
と
解
釋
し
て
い
る
の

が
そ
の
例
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
傾
向
の
背
景
に
は
、
詩
篇
を
構
想
し
た
作
者
の
意
圖
を
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明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
志
向
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
著
者
は
い
う
。

評
者
は
こ
れ
に
加
え
て
、
王
逸
『
楚
辭
章
句
』
に
も
漢
唐
詩
經
學
と

同
樣
に
、
作
品
全
體
の
一
貫
性
を
考
慮
し
な
い
解
釋
が
目
立
つ
こ
と

を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
傾
向
は
屈
原
を
忠
臣
と
し
て
顯
彰
す

る
目
的
が
初
め
に
あ
っ
た
か
ら
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
漢
代
經

學
な
い
し
「
章
句
の
學
」
全
體
の
傾
向
と
し
て
こ
の
問
題
を
考
え
直

す
必
要
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

ま
た
詩
の
語
り
手
と
作
者
、
さ
ら
に
は
編
者
や
注
釋
者
の
位
相
や

そ
の
相
互
關
係
に
つ
い
て
も
深
い
考
察
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
、
宋
代

詩
經
學
の
特
色
と
し
て
擧
げ
ら
れ
る
。
著
者
は
こ
れ
ら
の
傾
向
を

「
詩
篇
の
構
造
の
解
明
と
論
理
性
の
追
求
と
を
融
合
さ
せ
た
も
の
と

言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
」（
九
七
六
頁
）
と
ま
と
め
て
い
る
。

　

以
上
長
々
と
内
容
を
紹
介
し
、
淺
學
菲
才
を
顧
み
ず
私
見
を
述
べ

て
み
た
が
、
や
は
り
先
入
主
を
去
っ
て
研
究
對
象
で
あ
る
諸
注
釋
を

直
に
讀
み
込
み
、
そ
の
結
果
と
し
て
從
來
の
敎
科
書
的
理
解
を
覆
す

に
至
っ
た
こ
と
は
、
本
書
の
最
も
評
價
す
べ
き
點
で
あ
ろ
う
。
原
典

を
丁
寧
に
讀
む
く
ら
い
當
然
過
ぎ
る
ほ
ど
當
然
の
こ
と
だ
と
言
う
人

も
い
よ
う
。
そ
れ
は
ま
こ
と
に
尤
も
で
あ
る
。
だ
が
「
目
に
見
え

る
」「
役
立
つ
」
成
果
ば
か
り
を
求
め
ら
れ
る
今
の
御
時
世
、
當
た

り
前
の
こ
と
を
當
た
り
前
に
行
う
こ
と
こ
そ
が
最
も
困
難
と
い
う
倒

錯
し
た
怪
現
状
に
直
面
し
な
い
人
の
方
が
寧
ろ
稀
で
は
な
い
か
。
そ

れ
を
も
の
と
も
せ
ず
多
年
に
亙
っ
て
一
つ
の
地
道
な
研
究
を
や
り
拔

い
た
こ
と
は
や
は
り
賞
讚
に
値
す
る
。

　

そ
し
て
著
者
の
も
う
一
つ
の
功
績
は
、『
詩
經
』
解
釋
史
と
い
う

一
見
無
味
乾
燥
で
と
っ
つ
き
に
く
い
題
材
を
、
驚
嘆
す
べ
き
力
量
と

セ
ン
ス
で
も
っ
て
、
か
く
も
魅
力
的
な
書
物
に
仕
立
て
上
げ
た
こ
と

で
あ
る
。
正
直
な
と
こ
ろ
評
者
自
身
も
今
ま
で
『
詩
經
』
解
釋
史
研

究
が
ど
う
に
も
好
き
に
な
れ
な
か
っ
た
が
、
本
書
の
第
一
章
を
開
い

て
知
ら
ず
識
ら
ず
に
引
き
込
ま
れ
、
氣
が
つ
い
た
ら
思
想
史
研
究
の

み
な
ら
ず
文
學
研
究
の
觀
點
か
ら
も
示
唆
に
富
む
論
考
に
一
讀
三
嘆

し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
評
者
は
大
學
院
生
の
頃
、
先
輩
た
ち
の
主

宰
す
る
朱
熹
『
詩
集
傳
』
讀
書
會
に
參
加
し
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

參
考
資
料
と
し
て
歐
陽
脩
『
詩
本
義
』、
蘇
轍
『
詩
集
傳
』、
呂
祖
謙

『
呂
氏
家
塾
讀
詩
記
』
に
加
え
て
元
の
劉
瑾
『
詩
傳
通
釋
』
も
用
意

し
、「
國
風
」
の
部
分
を
讀
ん
で
い
た
の
で
あ
る
が
、『
詩
本
義
』
の
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評

古
注
批
判
を
讀
む
度
に
「
ま
た
屁
理
屈
だ
」
と
皆
で
笑
っ
て
い
た
の

を
懷
か
し
く
思
い
出
し
た
。
未
熟
な
院
生
の
こ
と
と
は
い
え
、「
屁

理
屈
」
の
中
に
も
興
味
深
い
事
實
が
潛
ん
で
い
る
こ
と
に
思
い
至
ら

な
か
っ
た
不
明
を
恥
じ
る
ほ
か
は
な
い
。

　

本
書
を
讀
ん
で
氣
づ
く
の
は
、
先
行
研
究
の
引
用
や
參
考
文
獻
の

少
な
さ
で
あ
る
。
卷
末
の
參
考
文
獻
一
覽
を
見
れ
ば
、
そ
の
絶
對
數

は
決
し
て
少
な
い
わ
け
で
は
な
い
し
、
要
所
要
所
で
歴
代
の
研
究
を

き
っ
ち
り
参
照
し
て
い
る
。
と
は
い
え
千
ペ
ー
ジ
に
及
ば
ん
と
す
る

大
部
の
研
究
書
に
し
て
は
、
や
は
り
少
な
い
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。

だ
か
ら
本
書
が
劣
っ
て
い
る
と
言
い
た
い
わ
け
で
は
勿
論
な
い
。
漢

唐
や
宋
代
の
諸
注
釋
そ
の
も
の
を
虚
心
に
深
く
讀
み
込
む
こ
と
に
よ

っ
て
こ
そ
、
本
書
は
多
く
の
先
行
研
究
が
な
し
得
な
か
っ
た
新
た
な

地
平
に
到
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
經
文
を
直
に
讀
み
込
む
こ
と
で

聖
人
の
意
に
近
づ
こ
う
と
し
た
荻
生
徂
徠
の
態
度
に
も
通
じ
る
も
の

が
あ
る
と
い
え
よ
う
か
。
先
行
研
究
に
過
剰
に
依
存
し
て
、
い
わ
ゆ

る
「
銅
鉄
研
究
」
に
陷
っ
て
は
い
な
い
か
と
思
わ
ず
自
省
を
促
さ
れ

る
事
實
で
あ
る
。

　

尤
も
物
足
り
な
さ
を
感
じ
た
點
も
な
い
で
は
な
い
。
第
一
章
で
著

者
が
「
經
學
研
究
と
文
學
研
究
が
相
分
離
し
て
い
る
現
在
の
状
況
を

乘
り
越
え
、
よ
り
總
合
的
な
視
野
で
中
國
の
古
典
文
化
を
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
と
思
う
」（
六
〇
頁
）
と
自
負
す
る
よ
う
に
、
本
書
が
北

宋
詩
經
學
の
思
想
的
側
面
の
み
な
ら
ず
文
學
的
側
面
に
も
注
目
し
て

い
る
點
は
大
い
に
多
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
文
學
的
側
面
の
源

流
は
『
毛
詩
正
義
』
だ
け
で
は
な
く
、『
文
心
雕
龍
』
以
來
の
、
も

っ
と
遡
れ
ば
他
な
ら
ぬ
『
毛
詩
』
大
序
に
始
ま
る
文
學
理
論
に
も
求

め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
著
者
の
主
眼
が
經
學
と
し
て
の
北
宋
詩
經

學
の
繼
承
關
係
に
あ
る
以
上
、
あ
ま
り
多
く
を
求
め
る
べ
き
で
は
な

い
と
は
い
え
、
今
後
に
殘
さ
れ
た
課
題
の
一
つ
と
は
い
え
よ
う
。
そ

れ
は
寧
ろ
我
々
文
學
研
究
者
の
側
に
突
き
つ
け
ら
れ
た
課
題
と
言
う

べ
き
か
も
知
れ
な
い
。

　

つ
い
で
に
も
う
一
つ
毛
を
吹
い
て
疵
を
求
め
ん
こ
と
を
御
寬
恕
願

え
れ
ば
、
假
名
遣
い
の
統
一
さ
れ
て
い
な
い
箇
所
が
散
見
さ
れ
た
。

論
文
に
お
け
る
書
き
下
し
文
等
の
假
名
遣
い
に
つ
い
て
は
樣
々
な
意

見
が
あ
ろ
う
か
と
思
う
が
、
評
者
個
人
と
し
て
は
、
訓
點
の
送
り
假

名
ま
で
現
代
假
名
遣
い
に
す
る
の
は
さ
す
が
に
違
和
感
が
あ
る
が
、

書
き
下
し
文
は
現
代
假
名
遣
い
で
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

⑩

⑪
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な
お
本
書
は
事
項
索
引
は
勿
論
の
こ
と
、
本
書
で
俎
上
に
載
せ
ら

れ
た
『
詩
經
』
各
篇
と
注
釋
に
つ
い
て
も
、
そ
の
所
在
一
覽
を
附
し

て
い
る
。
細
や
か
な
配
慮
と
い
え
よ
う
。
ま
た
本
書
は
二
〇
一
七
年

に
上
海
古
籍
出
版
社
か
ら
『
宋
代
《
詩
経
》
学
的
継
承
与
演
変
』
と

い
う
題
で
中
国
語
訳
も
出
版
さ
れ
て
い
る
。

　

か
く
て
中
國
思
想
史
の
側
か
ら
ボ
ー
ル
は
投
げ
ら
れ
た
。
今
そ
の

ボ
ー
ル
は
我
々
文
學
研
究
者
の
側
に
あ
る
。
こ
れ
か
ら
ど
ん
な
球
を

投
げ
返
せ
る
だ
ろ
う
か
。
奮
起
を
促
さ
れ
る
一
册
で
あ
る
。

 

（
研
文
出
版
、
二
〇
一
七
年
十
月
、
一
〇
〇
〇
頁
＋
引
用
注
釋
一
覧
表

 

・
引
用
書
名
著
者
名
索
引
三
三
頁
）

註①　

松
本
雅
明
『
詩
經
諸
篇
の
成
立
に
關
す
る
研
究
』、『
松
本
雅
明
著
作

集
』
第
二
卷
、
一
九
八
一
年
、
開
明
書
店
（
原
著
一
九
五
八
年
、
東
洋
文

庫
）、
九
四
四
頁

②　

目
加
田
誠
『
定
本　

詩
經
譯
注
（
上
）』、『
目
加
田
誠
著
作
集
』
第
二

卷
、
一
九
八
三
年
、
龍
溪
書
社
（
原
著
『
詩
經
・
楚
辭
』、
平
凡
社
『
中

國
古
典
文
學
全
集
』
所
收
、
一
九
六
〇
年
）、
三
七
頁

③　

目
加
田
誠
『
詩
經
研
究
』、『
目
加
田
誠
著
作
集
』
第
一
卷
、
龍
溪
書
社
、

一
九
八
五
年
、
一
三
五
頁

④　

漢
唐
詩
經
學
で
は
大
川
節
尚
『
三
家
詩
よ
り
見
た
る
鄭
玄
の
詩
經
學
』

（
一
九
三
七
年
、
關
書
院
）
が
あ
る
。

⑤　

本
書
が
引
用
す
る
『
詩
經
』
の
詩
や
原
典
の
譯
は
、
原
則
と
し
て
著
者

の
譯
に
從
う
。

⑥　

本
書
が
引
用
す
る
原
典
の
訓
讀
は
原
則
と
し
て
著
者
の
訓
讀
に
從
い
、

歴
史
的
假
名
遣
い
を
現
代
假
名
遣
い
に
改
め
る
。

⑦　

戴
維
『
詩
經
研
究
史
』、
二
〇
〇
一
年
、
湖
南
省
敎
育
出
版
社
、
三
〇

九
頁
（
本
書
注
に
據
る
）

⑧　
『
論
語
』
憲
問
「
文
之
以
禮
樂
（
之
を
文か
ざ

る
に
禮
樂
を
以
て
す
）」

⑨　

目
加
田
誠
、
前
掲
書
、
一
一
五
頁

⑩　

理
工
系
の
分
野
で
、
銅
を
材
料
に
実
験
し
て
あ
る
結
果
が
出
る
と
、
次

は
鉄
を
材
料
に
全
く
同
じ
実
験
を
行
う
と
い
っ
た
、
新
規
性
の
な
い
研
究

を
い
う
。
研
究
手
法
を
習
得
す
る
た
め
に
は
必
要
な
面
も
あ
る
が
、
研
究

と
し
て
の
面
白
さ
に
は
欠
け
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。

⑪　

た
と
え
ば
五
四
三
頁
の
鄭
箋
の
引
用
の
譯
文
中
に
「
衷お
も

ふ
」（
舊
假

名
）
と
「
逑た
ぐ
い

」（
新
假
名
）
が
混
在
し
て
い
る
等
。


