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九
六
一
年

陳
壱
繊
民
校
注
)

を
参
考
に
記
し
た
｡

(
7
)

『
詩
経
』
鄭
風
｢
風
雨
｣

の
詩
に
聞
こ
え
る
鶏
の
鳴
き
声
は
､
『
毛
伝
』
で
は
不
吉
な
象
徴
と
解
さ
れ
る
が
､
来
貢
の
『
詩
集
伝
』
で
は
､
男
女
の
恋

愛
の
象
徴
と
し
て
解
さ
れ
て
い
る
｡

梅
尭
臣
｢
魯
山
山
行
｣
=
読
後
の
違
和
感
か
ら
始
ま
る
逐
旬
的
考
察

千

葉

一

は
じ
め
に

演
習
で
梅
尭
臣
｢
魯
山
山
行
｣

を
読
ん
で
私
が
最
初
に
感
じ
た
こ
と
と
し
て
､
①
こ
の
詩
は
何
か
不
安
定
な
感
じ

(
お
さ
ま
り
が
悪
い

感
じ
)
が
す
る
と
い
う
こ
と
､
そ
の
他
､
部
分
的
な
も
の
と
し
て
②
欧
陽
僑
｢
遠
山
｣
詩
と
類
似
性
を
有
す
る
こ
と
､
③
第
五
句
｢
熊
｣

は
奇
想
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
､
等
が
あ
っ
た
｡
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
つ
つ
､
｢
魯
山
山
行
｣
詩
を
考
察
し
て
い
く
｡

な
お
､
逐
句
的
考
察
と
い
う
手
法
を
と
っ
た
理
由
と
し
て
は
､
上
記
①
に
も
関
連
す
る
が
､
こ
の
詩
全
体
を
通
ず
る
も
の
が
見
え
な

か
っ
た
こ
と
と
､
詩
を
全
体
的
に
解
釈
す
る
手
法
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
｡
以
下
引
用
文
献
の
著
者
と
演
習
参
加
者
と

は
呼
称
(
氏
)

の
有
無
で
区
別
す
る
｡

二

第
一
旬
に
つ
い
て

疑
問
①
と
関
連
し
て

ま
ず
､
第
一
句
､
｢
適
興
野
情
憮
｣

に
つ
い
て
考
え
る
｡
こ
れ
は
､
｢
た
ま
た
ま
(
も
し
く
は
､
ま
さ
に
)
野
情
と
か
な
う
｣
と
訓
ぜ
ら

れ
､
｢
ち
ょ
う
ど
自
然
を
愛
す
る
わ
た
し
の
心
に
ぴ
っ
た
り
だ
｡
｣
､
｢
野
趣
を
好
む
わ
が
こ
こ
ろ
と
ま
さ
に
合
致
し
て
｣
な
ど
と
訳
さ
れ

る
｡
訳
は
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
｡

し
か
し
､
私
は
こ
の
句
に
違
和
感
を
覚
え
た
｡
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一
つ
に
は
､
白
井
も
感
じ
て
い
た
こ
と
だ
が
､
梅
勇
臣
と
こ
の
句
と
が
な
に
か
そ
ぐ
わ
な
い
感
じ
が
し
た
た
め
で
あ
る
｡
｢
彼
は
地
方

官
と
し
て
､
転
任
の
た
び
ご
と
に
､
各
地
を
旅
行
し
た
の
だ
が
､
そ
の
わ
り
に
人
間
を
離
れ
た
自
然
を
う
た
っ
た
詩
が
少
な
い
｡
『
魯
山

山
行
』
(
三
五
ペ
ー
ジ
)
の
よ
う
な
詩
は
ま
れ
で
あ
る
｡
｣
と
い
う
寛
氏
の
考
察
は
､
詳
し
く
検
証
は
し
て
い
な
い
が
､
正
し
い
と
感
ぜ
ら

れ
る
｡
自
然
を
う
た
う
詩
が
少
な
い
か
ら
と
い
っ
て
､
梅
尭
臣
に
｢
野
情
｣
が
な
い
と
は
い
え
な
い
が
､
こ
の
詩
人
と
こ
の
句
が
私
の
中

で
は
結
び
つ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

二
つ
に
は
､
中
国
の
古
典
詩
で
､
｢
ち
ょ
う
ど
自
然
を
愛
す
る
私
の
心
と
び
っ
た
り
だ
｡
｣
と
宣
言
す
る
よ
う
な
句
は
あ
ま
り
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
た
た
め
で
あ
る
｡
作
者
に
と
つ
て
好
ま
し
い
風
景
が
描
写
さ
れ
て
い
る
■
こ
と
で
､
読
者
が
､
作
者
の
自
然
へ
の
愛
な
り
野
趣
な

り
を
感
じ
と
る
形
に
な
る
､
と
い
う
詩
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

か
か
る
疑
問
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
､
こ
の
第
一
句
に
つ
い
て
考
え
る
｡
私
は
第
一
句
が
こ
の
詩
全
体
に
対
し
､
強
い
影
響
力
を
も
っ
て

い
る
こ
と
､
な
ら
び
に
第
一
句
に
述
べ
ら
れ
､
詩
全
体
を
貫
く
｢
野
情
｣
は
一
般
的
な
用
法
を
超
え
た
も
の
で
梅
尭
臣
の
主
観
が
強
く
反

映
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
｡

宇
都
は
｢
野
情
｣
に
つ
い
て
､
辞
書
に
あ
る
意
味
(
客
観
的
､
普
遍
的
意
味
と
い
え
よ
う
)
を
調
べ
た
上
で
､
｢
魯
山
山
行
｣
に
お
い
て

は
､
｢
作
者
の
『
野
情
』
が
詩
全
体
を
包
み
込
ん
で
い
る
｣
､
と
結
論
づ
け
て
い
る
｡
｢
魯
山
山
行
｣
第
一
句
の
｢
野
情
｣
が
､
詩
全
体
を

支
配
す
る
と
主
張
し
､
｢
野
情
｣
は
､
普
遍
的
な
情
緒
で
あ
る
以
上
に
､
作
者
自
身
の
情
緒
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
｡
私
は
こ
の
結
論
に

つ
い
て
は
こ
れ
を
支
持
す
る
｡

私
の
主
張
な
ら
び
に
宇
都
の
結
論
の
う
ち
､
第
高
が
詩
全
体
を
支
配
し
て
い
る
､
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
､
第
一
句
の
内
容
､
位
置

づ
け
か
ら
の
根
拠
を
挙
げ
る
｡

①
第
一
句
が
主
張
の
強
さ
･
感
情
の
表
出
の
程
度
に
お
い
て
詩
の
他
の
句
に
比
べ
て
際
立
っ
て
い
る
こ
と
｡
②
副
詞
｢
適
｣
は
､
こ
の

字
自
体
で
も
｢
か
な
う
｣
と
い
う
意
味
を
持
つ
語
で
あ
る
が
､
そ
れ
が
強
調
と
し
て
使
わ
れ
､
｢
ま
さ
に
､
ぴ
っ
た
り
だ
｣
と
二
重
に
主
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張
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
｡
③
第
一
句
と
第
二
句
と
の
関
係
性
が
薄
い
と
い
う
こ
と
｡
こ
の
こ
と
は
第
一
句
が
第
二
句
と
の
み
関
連
を
有

す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
′
｡
以
上
三
点
に
よ
り
､
第
一
句
で
打
ち
だ
さ
れ
た
｢
野
情
｣
は
他
の
句
に
も
強
い
影
響

力
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
解
釈
と
し
て
成
立
し
う
る
｡

次
に
､
｢
野
情
｣
に
梅
重
臣
の
主
観
が
反
映
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
根
拠
と
し
て
､
｢
野
情
｣
の
内
容
か
ら
の
検
討
を
挙
げ
る
｡

宇
都
は
辞
書
の
記
述
を
総
合
し
､
｢
野
情
｣
を
｢
世
事
や
他
者
の
干
渉
に
煩
わ
さ
れ
な
い
､
世
俗
外
の
の
ん
び
り
と
し
た
情
趣
｣
(
漢
語

大
詞
典
に
よ
る
)
と
結
論
づ
け
て
い
る
｡
寛
氏
注
で
は
｢
自
然
を
愛
す
る
心
｣
､
前
野
氏
訳
で
は
｢
野
趣
｣
と
考
え
て
い
る
｡
注
や
訳
と
し

て
は
覚
氏
注
､
前
野
氏
訳
が
必
要
か
つ
十
分
で
あ
る
と
考
え
る
｡

し
か
し
､
｢
魯
山
山
行
｣
に
お
け
る
｢
野
情
｣

の
意
味
は
､
か
か
る
辞
書
的
な
､
即
ち
客
観
的
､
普
遍
的
な
意
味
に
留
ま
る
も
の
で
は

な
い
と
考
え
る
｡
上
で
見
た
よ
う
に
､
第
一
句
が
強
い
主
張
で
あ
り
､
二
重
の
強
調
で
あ
る
以
上
､
｢
野
情
｣
は
彼
自
身
の
主
観
を
強
く

反
映
し
て
い
る
と
い
え
る
｡
前
掲
の
寛
氏
注
､
前
野
氏
訳
で
も
､
単
な
る
自
然
を
愛
す
る
心
､
野
趣
で
あ
る
以
上
に
､
｢
『
わ
た
し
の
』

心
｣
､
｢
『
わ
が
』

こ
こ
ろ
｣

と
述
べ
て
い
る
｡

｢
魯
山
山
行
｣
詩
全
体
を
眺
め
る
に
､
わ
か
り
や
す
く
魯
山
の
野
趣
が
表
現
さ
れ
た
詩
で
あ
る
と
は
感
じ
ら
れ
な
い
｡
そ
の
よ
う
に
表

現
す
る
の
で
あ
れ
ば
､
例
え
ば
｢
好
峰
｣
が
ど
う
｢
好
｣
な
の
か
､
｢
幽
径
｣
が
い
か
な
る
様
子
な
の
か
､
が
具
体
的
に
感
じ
ら
れ
る
詩

に
な
っ
て
い
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
｡
つ
ま
り
こ
の
詩
に
見
ら
れ
る
｢
野
情
｣
は
梅
毒
臣
の
主
観
を
反
映
し
た
個
人
的
感
情
で
あ
っ
て
､
何

の
問
題
も
な
く
一
般
的
な
意
味
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
｡

こ
の
点
が
当
初
感
じ
た
お
さ
ま
り
の
悪
さ
の
一
因
に
思
え
る
｡
｢
魯
山
山
行
｣

は
確
か
に
詩
人
が
好
ん
で
選
択
す
る
題
材
の
一
つ
で
あ

る
｢
人
間
を
離
れ
た
自
然
｣

(
前
掲
篤
氏
解
説
)
を
う
た
っ
て
は
い
る
も
の
の
､
そ
の
自
然
と
は
､
後
で
見
て
い
く
が
､
表
現
と
い
う
点
か

ら
考
え
る
と
､
一
般
に
共
有
し
う
る
よ
う
な
先
行
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
語
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
が
少
な
く
､
華
麗
な
修
辞
も
鋭

敏
な
表
現
も
な
い
｡
名
詩
か
ど
う
か
と
い
う
形
で
評
価
す
る
に
は
､
そ
の
た
め
の
評
価
の
基
準
を
設
定
し
つ
ら
い
よ
う
に
思
う
｡
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三

第
二
旬
t
第
三
旬
､
第
四
旬
に
つ
い
て

疑
問
②
と
関
連
し
て

こ
れ
ら
の
三
句
に
つ
い
て
の
考
察
を
加
え
る
う
え
で
､
ま
ず
､
首
聯
と
領
聯
と
に
分
け
て
検
討
し
な
か
っ
た
理
由
を
述
べ
る
｡

理
由
の
一
つ
は
詩
の
解
釈
の
問
題
で
あ
る
｡
前
述
の
よ
う
に
､
第
一
句
と
第
二
句
と
を
内
容
的
に
関
連
さ
せ
る
の
は
難
し
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
｡
｢
千
山
高
復
低
｣
は
｢
適
興
野
情
惟
｣
と
結
び
つ
く
よ
り
も
､
｢
好
峰
随
虞
改
｣
と
結
び
つ
く
ほ
う
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

二
つ
目
の
理
由
は
､
冒
頭
に
も
挙
げ
た
､
｢
魯
山
山
行
｣
詩
と
欧
陽
備
の

｢
遠
山
｣
詩
の
類
似
､
そ
し
て
両
者
に
共
通
す
る
特
徴
に
あ

る
｡
｢
遠
山
｣
詩
と
第
三
句
に
は
国
連
が
あ
り
､
そ
の
関
連
性
は
第
二
句
か
ら
第
四
句
ま
で
に
影
響
し
て
い
る
と
考
え
る
の
で
､
こ
の
三

句
を
一
つ
と
し
て
検
討
す
る
｡

まず

｢
遠
山
｣

を
挙
げ
る
｡

山
色
無
遠
近

看
山
終
日
行

峰
轡
随
虞
改

行
客
不
知
名

山
色
に
遠
近
無
し
/
山
を
看
て
終
日
行
く
/
峰
と
轡
と
は
虞
に
随
い
て
改
ま
り
/
行
客

名
を
知
ら
ず

(
山
の
様
子
に
は
遠
い
も
近
い
も
な
い
/
山
を
見
な
が
ら
一
日
中
歩
き
続
け
る
/
山
は
先
の
尖
っ
た
形
に
な
っ
た
り
先
の
丸
い
形
に

な
っ
た
り
､
見
て
い
る
者
が
場
所
を
か
え
れ
ば
そ
れ
に
従
っ
て
変
化
す
る
/
旅
人
は
山
の
名
前
も
知
ら
な
い
｡
)

こ
の
詩
の
第
三
句
と
｢
魯
山
山
行
｣
の
第
三
句
は
か
な
り
似
て
い
る
｡
梅
尭
臣
と
欧
陽
僑
の
交
友
関
係
の
深
さ
､
句
の
類
似
性
か
ら
見

る
に
､
こ
の
二
つ
の
詩
に
は
関
係
が
あ
る
と
み
て
よ
い
と
考
え
る
｡
製
作
年
は
｢
遠
山
｣

は
景
祐
元
年
(
一
〇
三
四
)
､
｢
魯
山
山
行
｣

は

康
定
元
年
(
一
〇
四
〇
)
と
い
う
こ
と
な
の
で
､
梅
重
臣
が
欧
陽
借
の
｢
遠
山
｣
を
参
考
に
し
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
し
た
が
っ
て
､

｢
魯
山
山
行
｣
を
解
釈
す
る
一
つ
の
材
料
と
し
て
､
こ
こ
で
｢
遠
山
｣
を
検
討
し
た
い
｡

ま
ず
､
｢
山
色
｣

は
山
の
様
子
､
姿
と
訳
し
て
お
く
｡

第
三
句
､
｢
峰
轡
｣
は
､
｢
や
ま
や
ま
｣
､
｢
み
ね
み
ね
｣

で
は
な
く
､
｢
峰
(
先
の
尖
っ
た
山
)
と
轡
(
先
の
丸
い
山
)
と
｣
と
捉
え
る
｡

欧
陽
備
の
詩
に
山
を
よ
む
も
の
は
多
い
が
､
｢
山
々
､
峰
々
｣
を
意
味
す
る
表
現
と
し
て
は
､
(
選
集
の
範
囲
内
で
は
あ
る
が
､
)

｢
千
蜂
､
群
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峰
､
層
轡
｣
な
ど
は
見
受
け
ら
れ
る
が
､
｢
峰
轡
｣

と
い
う
用
法
は
無
か
っ
た
｡
ま
た
､
も
し
目
を
引
か
れ
る
よ
う
な
峰
々
を
持
つ
山
で

あ
っ
て
は
､
こ
の
詩
の
山
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
第
四
句
｢
不
知
名
｣
と
は
､
み
る
べ
き
と
こ
ろ
も
な
い
無
名

の
山
で
あ
ろ
う
｡

そ
の
上
で
こ
の
詩
を
考
察
す
る
と
､
第
三
句
は
､
第
一
句
､
第
二
句
で
措
か
れ
た
､
恐
ら
く
は
ぼ
ん
や
り
と
し
た
山
の
様
子
を
､
見
て

い
る
こ
ち
ら
の
位
置
が
変
わ
る
と
先
が
尖
っ
た
山
(
峰
)

に
な
っ
た
り
先
の
丸
い
山
(
轡
)

に
な
っ
た
り
す
る
､
と
い
う
こ
と
で
､
形
と

い
う
点
か
ら
分
析
･
把
握
し
よ
う
と
す
る
過
程
で
あ
る
と
考
え
る
｡

戸
倉
英
美
氏
｢
風
景
の
誕
生
と
そ
の
崩
壊
-
文
学
表
現
か
ら
見
た
自
然
の
見
方
の
変
化
｣
も
､
｢
遠
山
｣
に
つ
い
て
､
｢
作
者
が
試
み
る

の
は
山
を
も
う
一
度
分
類
し
よ
う
と
す
る
こ
と
｣
､
｢
事
物
が
訴
え
か
け
て
く
る
も
の
は
イ
メ
ー
ジ
の
み
に
は
お
さ
ま
ら
な
い
｡
そ
の
お
さ

ま
り
き
ら
な
い
も
の
を
表
現
す
る
試
み
が
『
峰
』
と
『
轡
』

で
あ
り
…
｣
､
と
述
べ
て
い
る
｡

｢
遠
山
｣

が
あ
い
ま
い
な
イ
メ
ー
ジ
を
､
形
を
分
析
的
に
見
る
視
点
か
ら
捉
え
直
そ
う
と
試
み
た
詩
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
私
と
上
掲

論
文
は
一
致
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
戸
倉
か
ら
は

｢
対
象
を
独
立
蜂
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
違
う
｣

と
の
指
摘
を
受
け
た
｡
｢
連

続
し
た
山
並
を
一
つ
の
山
と
す
る
な
ら
対
象
は
一
つ
と
い
っ
て
も
よ
い
が
､
一
日
中
歩
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
､
歩
く
に
つ
れ
峰
や
轡

が
次
々
に
現
れ
る
光
景
､
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
｡
｣

と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

確
か
に
私
は
対
象
を
独
立
峰
と
考
え
て
い
た
｡
そ
の
点
に
つ
い
て
の
不
自
然
さ
は
指
摘
の
通
り
で
あ
る
｡
第
一
句
､
第
二
句
で
の
対
象

は
山
並
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
第
三
句
の
段
階
で
は
対
象
は
や
は
り
あ
る
一
峰
に
限
定
さ
れ
る
も
の
と
考
え
た
い
｡

そ
の
ほ
う
が
あ
い
ま
い
な
イ
メ
ー
ジ
か
ら
分
析
･
把
握
へ
と
至
る
､
転
句
の
落
差
､
意
識
の
変
化
が
よ
り
明
確
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
思

う
｡
し
か
し
自
分
の
解
釈
に
つ
い
て
現
時
点
で
は
根
拠
が
提
示
で
き
な
い
｡
こ
の
詩
の
解
釈
に
つ
い
て
は
課
題
と
し
た
い
｡

第
四
句
､
｢
不
知
名
｣

に
つ
い
て
考
え
る
に
､
こ
の
山
は
､
み
る
べ
き
と
こ
ろ
も
な
い
無
名
の
山
で
あ
る
か
､
あ
る
い
は
名
山
で
あ
っ

て
も
､
そ
の
美
し
さ
を
欧
陽
僑
が
捨
象
し
て
し
ま
っ
た
山
で
あ
ろ
う
｡
そ
う
す
る
こ
と
で
､
山
を
見
て
考
え
た
こ
と
､
彼
の
知
的
認
識
過
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程
と
い
う
主
題
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

っ
ま
り
､
｢
遠
山
｣
と
い
う
詩
は
､
山
そ
の
も
の
を
措
い
た
詩
と
い
う
よ
り
は
､
作
者
の
位
置
に
よ
っ
て
山
の
姿
が
変
化
す
る
こ
と
の

発
見
と
､
印
象
を
具
体
的
な
も
の
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
試
み
る
思
考
過
程
と
を
表
現
し
た
詩
と
捉
え
得
る
｡

で
は
､
か
か
る
｢
遠
山
｣
詩
を
､
梅
尭
臣
は
ど
う
｢
魯
山
山
行
｣
詩
に
生
か
し
た
の
だ
ろ
う
か
｡
ま
ず
第
二
句
､
第
三
句
と
の
比
較
か

ら
見
る
｡

千
山
高
復
低

好
蜂
随
虞
改

ま
ず
､
千
山
と
好
峰
と
は
同
一
で
な
い
と
考
え
る
｡
理
由
は
､
①
両
者
を
同
一
と
考
え
る
と
､
情
景
描
写
が
単
調
と
な
り
､
変
化
を
う

た
う
両
句
全
体
と
調
和
し
な
い
よ
う
に
思
え
る
こ
と
｡
②
第
二
句
か
ら
第
四
句
の
流
れ
か
ら
見
る
に
､
こ
の
両
句
は
周
囲
全
体
か
ら
そ
の

ぅ
ち
の
一
部
へ
と
見
る
対
象
が
紋
ら
れ
て
い
る
描
写
で
あ
る
と
､
つ
ま
り
､
あ
る
一
峰
が
そ
れ
を
見
る
位
置
に
よ
っ
て
姿
を
変
え
る
と
考

え
た
い
の
で
あ
る
｡

こ
の
点
に
つ
い
て
も
､
戸
倉
か
ら
｢
遠
山
｣
詩
と
同
様
の
指
摘
を
受
け
た
｡
｢
歩
み
に
つ
れ
て
山
々
は
高
く
低
く
､
好
ま
し
い
峰
々
が

次
々
に
姿
を
変
え
て
現
れ
る
､
と
読
め
る
｣
と
｡
私
に
も
そ
の
ほ
う
が
自
然
な
解
釈
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
｡
し
か
し
､
第
三
句
と
第
四

句
の
対
句
に
つ
い
て
､
私
は
両
句
の
対
偶
性
を
明
確
に
意
識
し
な
が
ら
解
釈
し
た
い
と
考
え
て
い
る
｡
従
っ
て
､
第
三
句
が
第
二
句
と
一

体
と
な
り
つ
つ
第
四
句
と
対
に
な
る
､
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
解
釈
を
第
二
句
と
第
三
句
に
つ
い
て
施
す
べ
き
で
は
な
い
か

と
考
え
て
い
る
｡
当
然
こ
の
解
釈
も
､
第
二
句
と
第
三
句
と
の
関
連
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
｢
遠
山
｣
詩
の
解
釈
と
同
様
に
考

え
て
､
上
記
②
の
よ
う
に
こ
の
両
句
を
解
釈
し
た
い
｡

次
に
､
｢
遠
山
｣
詩
と
の
関
連
を
含
め
て
､
第
三
句
､
第
四
句
を
考
え
る
｡

第
三
句
と
第
四
句
の
対
句
に
つ
い
て
は
､
対
象
と
な
る
状
景
の
対
偶
性
に
注
目
し
た
い
｡
形
の
好
い
峰
と
い
う
見
通
し
の
よ
い
景
色
と

対
に
な
っ
て
い
る
の
は
薄
暗
い
小
道
で
あ
る
｡
前
者
は
魯
山
の
外
部
に
あ
る
景
色
で
あ
り
､
後
者
は
魯
山
内
部
の
景
色
で
あ
る
｡
こ
の
両
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者
は
魯
山
内
部
に
あ
る
視
点
か
ら
の
描
写
と
い
う
点
で
は
統
一
さ
れ
て
い
る
｡

こ
の
視
点
は
､
｢
山
行
｣
､
山
歩
き
に
よ
っ
て
移
動
し
て
い
る
｡
そ
し
て
視
点
が
移
動
し
た
結
果
と
し
て
､
第
三
句
は
｢
随
虞
改
｣
で
客

体
の
変
化
が
表
現
さ
れ
､
そ
れ
に
対
し
て
第
四
句
で
は
｢
濁
行
迷
｣
で
主
体
の
側
の
状
況
変
化
が
描
写
さ
れ
て
い
る
｡

第
二
句
か
ら
第
四
句
ま
で
を
ま
と
め
る
｡

視
点
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
と
そ
れ
に
伴
う
情
景
描
写
は
第
二
句
か
ら
第
四
句
ま
で
に
共
通
し
た
も
の
で
あ
り
､
恐
ら
く
は
｢
遠
山
｣
か

ら
と
り
い
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
見
る
者
の
位
置
が
変
わ
る
と
景
色
も
変
わ
る
と
い
う
発
想
で
あ
る
｡

上
の
発
想
を
基
調
に
し
つ
つ
､
魯
山
の
周
囲
か
ら
魯
山
内
部
の
光
景
へ
と
描
写
を
行
っ
て
い
る
｡
周
囲
の
情
景
で
は
多
く
の
山
々
か
ら

そ
の
う
ち
の
一
峰
へ
と
対
象
が
移
っ
て
ゆ
く
過
程
が
描
か
れ
る
｡
そ
し
て
外
部
の
情
景
と
対
比
す
る
形
で
魯
山
内
部
の
山
道
が
描
か
れ
､

対
句
の
中
で
､
見
る
者
の
位
置
が
変
わ
る
こ
と
､
即
ち
､
見
て
い
る
主
体
の
側
の
変
化
に
意
識
を
向
け
た
表
現
が
な
さ
れ
る
｡

四

第
五
旬
､
第
六
旬
に
つ
い
て

第
五
句
､
第
六
句
に
つ
い
て
考
え
る
｡
中
国
の
古
典
詩
に
熊
が
で
て
く
ノ
る
こ
と
は
珍
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
､
演
習
に
お

い
て
も
最
初
に
議
論
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

ま
ず
､
荒
木
が
生
物
と
し
て
の
熊
を
調
べ
た
｡
案
外
禅
猛
で
は
な
く
､
中
国
で
は
滅
多
に
あ
え
な
い
生
物
だ
と
い
う
｡
同
時
に
､
熊
が

で
て
く
る
詩
を
馬
場
､
安
西
が
調
べ
た
｡

唐
･
宋
詩
の
熊
に
つ
い
て
､
演
習
で
は
李
商
隠
の
｢
過
故
府
中
武
威
公
交
城
膏
荘
感
事
(
故
府
中

武
威
公
の
交
城
奮
荘
を
過
り
て
事

に
感
ず
)
｣
､
温
庭
璃
の
｢
題
谷
隠
蘭
若
(
谷
隠
の
蘭
若
に
題
す
)
｣
､
陸
港
の
｢
感
奮
｣
を
読
ん
だ
｡
｢
魯
山
山
行
｣
と
の
比
較
の
た
め
に

次
に
掲
げ
る
｡

《
李
商
隠
｢
過
政
府
中
武
威
公
交
城
膏
荘
感
事
｣
》

信
陵
亭
館
接
郊
畿

幽
象
遥
通
菅
水
両

日
落
高
門
喧
燕
雀

風
貌
大
樹
撼
熊
熊

新
蒲
似
筆
思
投
日

芳
草
如
菌
憶
吐
時

山下
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祇
今
黄
綿
字

涙
痕
猶
堕
六
州
鬼

信
陵
の
亭
館
は
郊
畿
に
接
し
/
幽
象
は
遥
か
に
菅
水
の
両
に
通
ず
/
日
落
ち
て
高
門
に
燕
雀
喧
し
く
/
風
親
り
て
熊
帝
大
樹
を
撼
す

/
新
清
華
に
似
て
投
げ
し
日
を
思
い
/
芳
草
菌
の
如
く
し
て
吐
き
し
時
を
思
う
/
山
下
祇
今
黄
綿
の
字
/
涙
痕
猶
ほ
堕

つ
六
州
の
見
｡

(
信
陵
君
の
よ
う
だ
っ
た
あ
な
た
の
お
邸
は
太
原
府
の
郊
外
に
接
し
て
い
て
/
幽
遠
な
景
色
は
遠
く
菅
両
に
ま
で
つ
な
が
っ
て
い
ま

し
た
ノ
今
や
日
が
落
ち
れ
ば
お
邸
の
高
い
門
に
は
燕
雀
が
や
か
ま
し
い
あ
り
さ
ま
/
風
が
ひ
る
が
え
り
大
樹
を
熊
無
が
揺
り
動
か

し
ま
す
(
大
樹
将
軍
の
よ
う
な
あ
な
た
は
兵
士
達
の
心
を
動
か
し
､
慕
わ
れ
て
い
ま
し
た
)
/
春
､
芽
生
え
た
ば
か
り
の
蒲
は
筆
の

よ
う
で
､
筆
を
投
じ
て
あ
な
た
の
幕
下
に
参
じ
た
日
が
思
わ
れ
J
よ
い
香
り
の
草
は
敷
物
の
よ
う
で
､
敷
物
に
粗
相
を
し
て
も
許
し

て
く
れ
た
よ
う
な
あ
な
た
の
高
恩
が
偲
ば
れ
ま
す
/
今
で
も
山
の
麓
に
は
あ
な
た
の
碑
が
立
っ
て
い
ま
す
/
そ
の
碑
を
見
る
と
幕
下

に
あ
っ
た
河
北
の
兵
士
達
は
涙
の
痕
を
再
び
濡
ら
さ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
｡
)

《
温
庭
靖
｢
題
谷
隠
蘭
若
｣
》

風
帯
巣
熊
拗
木
聾

老
僧
相
引
入
雲
行

半
壊
新
路
番
線
了
一
谷
寒
個
焼
不
成

風
は
巣
熊
の
木
を
拗
る
の
聾
を
帯
び
/
老
僧
相
い
引
き
て
雲
に
入
り
て
行
く
/
半
壊
の
新
路
番
綾
か
に
了
り
/
一
谷
の
寒
個
焼
け

(
風
は
巣
篭
り
し
よ
う
と
し
て
い
る
熊
が
樹
を
ね
じ
り
折
る
音
を
伴
い
J
老
僧
は
相
連
れ
立
っ
て
雲
の
中
へ
と
入
っ
て
ゆ
く
/
斜
面

の
半
ば
に
新
し
い
道
が
あ
る
の
は
焼
畑
が
や
っ
と
終
わ
っ
た
ば
か
り
だ
か
ら
で
/
谷
い
っ
ぱ
い
の
寒
々
と
し
た
も
や
は
焼
畑
で
で
き

た
も
の
で
は
な
い
｡
)

《
陸
済
｢
感
奮
｣
》

要
論
梁
州
遠
南
山
在
限
遽
霜
郊
熊
撲
樹
雪
路
馬
蒙
戟
惨
淡
遺
壇
側
斎
傑
古
廟
哺
百
詩
猶
可
想
歎
息
遂
無
侍
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識
る
を
要
す
梁
州
は
遠
く
し
て
/
南
山
は
限
遽
に
在
る
を
/
霜
郊
に
熊
は
樹
を
撲
ち
/
雪
路
に
馬
は
戟
を
蒙
る
/
惨
淡
た
り
遺
壇
の
側

/
青
保
た
り
古
廟
の
璃
/
百
詩
猶
お
想
う
べ
し
/
歎
息
す
遂
に
俸
わ
る
無
き
を
｡

(
故
郷
の
紹
興
か
ら
は
)
梁
州
は
遠
く
/
終
南
山
は
目
の
前
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
知
っ
て
お
く
べ
き
だ
/
霜
の
降
り
た
郊
外
で
は
熊
が

樹
を
撲
ち
/
雪
の
積
も
っ
た
道
で
は
馬
も
フ
ェ
ル
ト
の
毛
織
物
を
背
に
か
け
､
荷
を
引
い
て
行
く
/
む
か
し
韓
信
を
拝
し
た
と
い
う
壇
の

ま
わ
り
は
凄
然
と
し
て
お
り
/
諸
葛
武
侯
両
の
ま
わ
り
は
も
の
さ
び
し
い
/
(
水
に
落
と
し
て
し
ま
っ
た
…
陸
潜
の
自
注
に
よ
る
)
百
篇

の
山
南
雑
詩
の
こ
と
は
い
ま
も
懐
か
し
い
/
あ
れ
が
世
に
伝
わ
る
こ
と
が
な
い
と
思
う
と
た
め
息
が
で
る
｡

李
商
隠
詩
で
は
､
熊
は
熊
熊
､
す
な
わ
ち
勇
敢
な
兵
士
の
イ
メ
ー
ジ
と
､
荒
れ
果
て
た
土
地
の
イ
メ
ー
ジ
と
を
持
っ
て
い
る
｡
温
庭
篤

詩
か
ら
は
､
山
奥
の
も
の
さ
び
し
い
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
び
上
が
る
｡
陸
済
詩
で
は
､
荒
れ
果
て
た
土
地
の
イ
メ
ー
ジ
と
と
も
に
､
当
時
金

と
対
略
す
る
最
前
線
に
あ
っ
た
南
鄭
の
軍
事
的
な
緊
張
感
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡
こ
れ
は
過
去
の
イ
メ
ー
ジ
が
現
れ
た
一

例
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
｡

熊
に
配
さ
れ
て
い
る
鹿
は
ど
う
か
｡
小
山
が
調
べ
た
｡
小
山
の
レ
ポ
ー
ト
に
な
い
例
と
し
て
､
演
習
で
検
討
し
た
温
庭
璃
の
､
｢
早
秋

山
居
｣
と
｢
宿
雲
際
寺
｣
と
を
挙
げ
る
｡
こ
の
二
首
の
解
釈
は
遠
藤
が
担
当
し
た
｡

《
｢
早
秋
山
居
｣
》

山
近
覚
寒
早

草
堂
霜
気
晴

樹
凋
薗
有
日

池
満
水
無
撃

果
落
見
猿
過

菓
乾
聞
鹿
行

素
琴
機
慮
静

空
伴
夜
泉
清

山
近
く
し
て
寒
早
き
を
覚
え
/
草
堂

霜
気
暗
る
/
樹
凋
み
て
薗
に
日
有
り
/
池
に
水
滴
ち
て
馨
無
し
/
果
落
ち
て
猿
の
過
ぎ
る
を

見
/
葉
乾
き
て
鹿
の
行
く
を
聞
く
/
素
琴

機
慮
静
ま
り
/
空
し
く
夜
泉
を
伴
い
て
清
ら
か
な
り
｡

(
ま
だ
秋
の
始
め
だ
と
い
う
の
に
)
山
が
近
い
の
で
､
寒
さ
を
覚
え
る
の
が
早
い
/
私
の
住
ん
で
い
る
こ
の
草
堂
は
骨
を
刺
す
よ
う

に
寒
く
､
空
は
晴
れ
渡
っ
て
い
る
/
樹
々
は
枯
れ
し
ぼ
ん
で
窓
に
は
日
が
当
た
っ
て
お
り
/
池
に
は
水
が
満
ち
満
ち
て
お
り
､
音
ひ

と
つ
た
て
な
い
/
(
樹
に
な
っ
た
)
果
実
が
落
ち
る
音
が
し
た
の
で
､
そ
ち
ら
を
見
る
と
猿
が
通
り
過
ぎ
て
い
く
と
こ
ろ
で
あ
り
/
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地
に
落
ち
た
木
の
葉
は
乾
い
て
い
る
の
で
､
鹿
の
動
く
か
さ
か
さ
と
い
う
音
が
聞
こ
え
て
く
る
/
質
素
な
飾
り
の
な
い
琴
を
弾
い
て

思
慮
を
し
ず
め
る
/
(
琴
の
音
は
)
う
つ
ろ
に
夜
の
泉
の
音
を
伴
っ
て
清
ら
か
で
あ
る
｡

《
｢
宿
雲
際
寺
｣
》

白
蓋
微
雲
一
径
深
東
峯
弟
子
達
相
尋
蒼
苔
路
熟
僧
蹄
寺
紅
葉
聾
乾
鹿
在
林
高
閣
清
香
生
静
境
夜
堂
疎
磐
螢
帝
心

自
従
紫

桂
巌
前
別

不
見
南
能
直
至
今

白
蓋
微
雲
一
径
深
く
/
東
峯
弟
子
遠
く
相
い
尋
ぬ
J
蒼
苔
の
路
に
熟
し
て
僧
は
寺
に
辟
り
/
紅
葉
の
聾
乾
き
て
鹿
は
林
に
在
り

/
高
閣
の
清
香
は
静
境
を
生
じ
/
夜
堂
の
疎
磐
に
帝
心
聾
す
/
紫
桂
と
巌
前
に
別
れ
て
自
従
り
/
南
能
に
見
え
ず
し
て
直
ち
に
今
に

(
自
蓋
峰
に
は
う
っ
す
ら
と
雲
が
か
か
っ
て
お
り
J
一
本
の
小
道
が
奥
深
く
続
い
て
い
る
/
仏
教
に
帰
依
し
た
私
は
､
こ
の
東
の
峰

を
は
る
ば
る
と
尋
ね
て
来
た
の
だ
/
蒼
い
苔
の
生
え
た
山
道
を
僧
は
慣
れ
た
足
取
り
で
寺
に
帰
る
/
紅
葉
の
景
色
の
な
か
､
落
ち
葉

を
踏
む
乾
い
た
音
が
響
き
渡
っ
て
鹿
が
林
に
い
る
こ
と
が
わ
か
る
/
た
か
ど
の
で
焚
か
れ
た
清
ら
か
な
お
香
が
静
か
な
境
地
を
生
じ

さ
せ
/
夜
の
お
堂
か
ら
は
ま
ば
ら
な
う
ち
い
し
の
音
が
響
い
て
､
悟
り
の
念
を
起
こ
さ
せ
る
/
寺
の
境
内
に
生
え
た
紫
色
の
も
く
せ

い
(
紫
桂
の
解
釈
に
つ
い
て
は
疑
問
が
解
決
で
き
な
か
っ
た
｡
〉
と
､
大
き
な
巌
の
前
で
別
れ
て
よ
り
こ
の
か
た
/
私
は
た
だ
今
に

至
る
ま
で
､
南
宗
の
慧
能
の
よ
う
な
す
ば
ら
し
い
人
物
に
お
会
い
し
て
い
な
い
｡
)

こ
の
二
首
で
の
鹿
は
､
い
ず
れ
も
落
ち
葉
を
ふ
む
足
音
が
描
写
さ
れ
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
｡
山
の
中
の
自
然
そ
の
ま
ま
を
措
い

こ
れ
ら
の
､
先
行
す
る
熊
や
鹿
を
使
用
し
た
詩
と
｢
魯
山
山
行
｣
と
を
比
較
す
る
｡
熊
は
詩
に
登
場
す
る
こ
と
が
少
な
い
動
物
で
あ
る
｡

登
場
す
る
場
合
で
も
､
先
行
す
る
文
学
作
品
か
ら
来
る
何
ら
か
の
イ
メ
ー
ジ
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
｡
そ
れ
に
対
し
て
､
｢
魯
山
山

行
｣
の
熊
は
､
野
生
動
物
と
い
う
以
外
に
は
特
に
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
ば
な
い
｡



222

熊
の
描
写
に
つ
い
て
､
大
山
は
升
と
い
う
字
の
特
異
性
に
着
目
し
た
｡
升
と
い
う
字
は
爬
､
登
と
い
っ
た
字
と
異
な
り
､
手
足
の
動
作

と
い
う
要
素
が
な
い
と
い
う
｡
演
習
の
中
で
戸
倉
が
指
摘
し
た
こ
と
だ
が
､
確
か
に
そ
れ
ま
で
の
李
商
隠
､
温
庭
筒
の
詩
で
は
､
熊
は
手

(
前
足
)
を
使
っ
た
動
作
を
行
っ
て
い
る
｡
李
商
隠
詩
は
､
そ
の
動
作
が
弊
猛
な
獣
､
勇
敢
な
兵
士
と
い
う
､
『
尚
書
』
｢
萬
責
｣
･
｢
牧
誓
｣

な
ど
か
ら
く
る
イ
メ
ー
ジ
を
連
想
さ
せ
､
熊
熊
と
大
樹
の
実
景
は
､
兵
士
と
大
樹
将
軍
の
故
事
に
結
び
つ
く
一
方
で
､
さ
ら
に
前
句
と
対

に
な
っ
て
荒
れ
果
て
た
屋
敷
を
も
表
現
す
る
｡
一
句
の
中
の
語
が
､
複
数
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
つ
つ
､
語
同
士
が
複
合
的
に
関
係
し
あ
っ

て
､
ま
た
イ
メ
ー
ジ
を
形
作
っ
て
ゆ
く
｡

一
方
､
梅
尭
臣
は
熊
の
手
足
の
動
作
を
捨
象
し
て
し
ま
っ
た
｡
熊
は
木
の
実
で
も
と
つ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
､
樹
上
に
い
る
だ
け
の
､

何
で
も
な
い
､
あ
り
の
ま
ま
の
様
子
で
描
か
れ
て
い
る
｡
こ
の
､
何
の
イ
メ
ー
ジ
も
喚
起
し
な
い
熊
の
姿
を
描
写
し
た
と
い
う
点
が
奇
想

と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
｡

梅
亮
臣
の
熊
は
､
李
商
隠
的
な
熊
と
は
対
極
に
あ
る
よ
う
に
思
え
る
｡
李
商
隠
は
熊
に
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
し
て
い
き
､
梅
重
臣
は
熊
に

つ
い
て
一
般
に
通
行
し
て
い
る
先
行
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
し
な
い
､
も
し
く
は
捨
象
す
る
｡
も
し
も
こ
の
熊
の
表
現
が
典
型
的
な
李
商
隠
の

描
写
で
あ
っ
て
､
か
つ
李
商
隠
的
な
描
写
が
､
そ
れ
を
範
と
す
る
西
島
体
に
も
通
ず
る
と
す
る
な
ら
ば
､
第
三
聯
の
描
写
の
持
つ
問
題
は
､

当
時
流
行
し
て
い
た
西
島
体
と
宋
詩
の
詩
風
を
築
い
た
と
さ
れ
る
梅
亮
臣
と
の
関
係
と
い
う
､
文
学
史
的
な
問
題
と
も
結
び
つ
き
う
る
か

も
し
れ
な
い
｡

一
方
､
鹿
に
つ
い
て
は
､
前
野
直
彬
氏
『
風
月
無
尽
』
(
東
京
大
学
出
版
会
､
一
九
七
二
)
に
よ
る
と
､
古
代
中
国
人
の
､
イ
メ
ー
ジ

の
定
型
化
の
問
題
と
し
て
､
｢
中
国
の
鹿
が
､
一
つ
は
嘲
嘲
た
る
声
を
も
っ
て
天
下
泰
平
の
象
徴
と
な
り
､
一
つ
は
中
原
の
鹿
と
し
て
政

権
争
奪
の
比
喩
に
転
じ
､
と
も
に
詩
の
世
界
に
お
け
る
具
象
性
を
失
っ
た
｣
こ
と
が
あ
る
と
い
う
｡
し
か
し
飼
わ
れ
た
鹿
が
水
を
飲
む
姿

や
野
生
の
鹿
の
姿
を
描
写
し
た
用
例
は
存
在
す
る
｡

こ
の
点
､
温
庭
璃
の
二
つ
の
詩
は
､
鹿
を
聴
覚
か
ら
描
写
し
た
斬
新
で
優
れ
た
詩
で
あ
る
と
い
え
よ
う
｡
一
方
､
｢
魯
山
山
行
｣
の
場
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合
､
鹿
の
描
写
そ
の
も
の
は
誓
い
表
現
と
は
言
い
難
い
｡
し
か
し
､
｢
魯
山
山
行
｣
の
鹿
は
､
熊
は
ど
で
は
な
く
と
も
､
『
風
月
無
尽
』

に
も
特
殊
な
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
何
か
奇
異
な
感
じ
を
起
こ
さ
せ
る
｡

用
例
を
見
る
に
､
詩
に
お
け
る
野
生
の
鹿
は
山
の
奥
深
さ
を
感
じ
さ
せ
る
効
果
を
不
可
避
的
に
持
ち
､
時
に
詩
人
は
意
図
的
に
そ
の
効

果
を
利
用
し
て
い
る
｡
と
こ
ろ
が
､
｢
魯
山
山
行
｣
の
第
三
聯
は
鹿
が
出
る
以
上
山
奥
の
は
ず
な
の
に
､
不
思
議
と
幽
遠
さ
が
感
じ
ら
れ

な
い
｡
鹿
も
や
は
り
先
行
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
捨
象
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
｡

さ
ら
に
こ
う
し
た
熊
､
鹿
が
お
か
れ
て
い
る
魯
山
は
､
｢
霜
落
｣
｢
林
空
｣
の
状
態
に
あ
る
｡
晩
秋
も
し
く
は
初
冬
の
､
魯
山
の
実
景
で

は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
確
か
に
か
か
る
状
態
で
な
け
れ
ば
攣
鹿
を
実
際
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
､
と
い
う
こ
と
は
あ
る
｡
ま
た
､

野
生
動
物
が
｢
霜
落
｣
｢
林
空
｣
で
食
物
が
な
い
か
ら
｢
升
樹
｣
｢
飲
渓
｣
と
い
う
行
動
に
で
る
と
い
う
因
果
関
係
を
み
る
こ
と
も
或
い
は

し
か
し
こ
の
両
句
の
風
景
描
写
は
そ
れ
以
外
の
別
の
意
図
か
ら
出
て
い
る
よ
う
慮
え
て
な
ら
な
い
｡
｢
霜
落
｣
､
｢
林
空
｣
は
､
｢
霜
｣

と
｢
林
｣
を
描
き
な
が
ら
､
ま
る
で
そ
の
存
在
を
捨
象
し
て
し
ま
う
か
の
よ
う
な
表
讐
あ
る
｡
読
者
か
ら
す
れ
ば
こ
の
二
句
か
ら
即
座

に
｢
野
情
｣
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
情
景
描
写
に
な
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
｡

第
三
聯
に
描
か
れ
た
魯
山
の
山
中
の
姿
か
ら
は
､
い
か
な
る
も
の
に
せ
よ
､
通
行
す
る
文
学
的
イ
メ
ー
ジ
を
抱
き
に
く
い
｡
作
者
の
感

情
を
反
映
す
る
表
現
も
な
い
｡
し
か
し
中
国
の
古
典
詩
に
は
純
粋
な
雲
詩
は
稀
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
､
こ
う
し
た
風
景
が
､
あ
る

い
は
風
景
を
こ
の
よ
う
に
表
現
す
る
こ
と
が
梅
尭
臣
の
｢
野
情
｣
･
に
か
な
う
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
は
し
な
い
か
｡
そ
し
て
､
写
実

的
な
描
写
で
あ
り
つ
つ
､
必
ず
し
も
そ
れ
と
矛
盾
し
な
い
イ
メ
ー
ジ
ま
で
も
捨
象
し
た
表
現
が
な
に
か
我
々
に
違
和
感
を
与
え
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

第
四
聯
を
検
討
す
る
｡
寛
氏
訳
で
は
､
｢
人
家
は
一
体
ど
の
辺
り
に
あ
る
の
だ
ろ
う
｡
雲
の
む
こ
う
で
鶏
が
妄
鳴
い
た
｡
｣
前
野
氏
訳
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で
は
､
｢
人
家
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
し
ら
雲
の
彼
方
で
一
声
莞
鳴
い
た
｣
と
あ
る
｡
両
者
は
全
く
同
じ
と
い
っ
て
い
い
｡
私
も
異

問
題
は
､
こ
の
両
句
が
い
か
な
る
感
情
を
描
写
し
て
い
る
の
か
､
ま
た
､
詩
全
体
の
な
か
で
意
味
的
に
い
か
な
る
位
置
づ
け
が
な
さ
れ

る
べ
き
か
､
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
鶏
の
声
は
こ
の
詩
で
唯
一
､
聴
覚
効
果
を
持
つ
語
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
､
何
か
特
別
な
意
味
が
あ

り
そ
う
に
思
え
る
た
め
､
演
習
で
も
一
つ
の
論
点
と
な
っ
た
｡

梶
村
は
雲
､
鶏
を
異
世
界
へ
の
移
行
の
象
徴
と
捉
え
た
｡
当
初
､
白
井
は
｢
魯
山
山
行
｣
詩
を
､
一
つ
の
閉
じ
ら
れ
た
世
界
と
考
え
､

｢
一
声
鶏
｣
は
詩
と
い
う
虚
構
の
世
界
の
終
了
を
示
し
て
い
る
と
考
え
た
｡
こ
れ
は
一
つ
の
有
力
な
考
察
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
た
｡

し
か
し
､
私
は
､
鶏
の
声
に
よ
っ
て
第
一
句
の
感
覚
が
破
れ
る
､
と
い
う
構
成
で
あ
る
と
は
考
え
て
は
い
な
い
｡
人
家
が
雲
の
彼
方
に

あ
る
と
い
う
の
は
､
す
な
わ
ち
､
人
家
が
は
る
か
彼
方
に
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
る
Q
こ
れ
は
､
逆
に
い
え
ば
､
梅
勇
臣
の

周
囲
に
は
人
家
が
無
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
第
四
聯
は
､
｢
こ
の
辺
り
に
は
人
家
が
な
い
｣
と
い
う
意
味
で
捉
え
得
る
｡

第
四
聯
に
は
､
詩
題
か
ら
も
連
想
さ
れ
が
ち
な
､
杜
牧
の
｢
山
行
｣
の
イ
メ
ー
ジ
が
つ
い
て
ま
わ
る
｡

遠
上
寒
山
石
径
斜

白
雲
生
産
有
人
家

停
車
坐
愛
楓
林
晩

霜
菓
紅
於
二
月
花

遠
く
寒
山
に
上
れ
ば
石
径
斜
め
な
り
白
雲
生
ず
る
魔
人
家
有
り
車
を
停
め
て
坐
ろ
に
愛
す
楓
林
の
晩
霜
菓
は
二
月
の
花
よ
り

(
秋
の
寒
々
と
し
た
山
に
登
る
と
､
斜
め
に
つ
づ
く
石
の
小
道
J
白
雲
が
生
じ
る
こ
ん
な
高
い
所
に
も

人
家
が
あ
る
/
車
を
と

め
て
､
何
の
気
無
し
に
夕
ぐ
れ
の
楓
林
を
愛
で
て
い
る
と
J
霜
を
経
た
楓
の
菓
は
､
二
月
の
さ
か
り
の
花
よ
り
も
紅
い
｡

梅
亮
臣
が
こ
の
詩
を
知
っ
て
い
た
1
で
､
｢
魯
山
山
行
｣
第
四
聯
の
よ
う
に
､
｢
人
家
在
何
許
雲
外
一
声
鶏
｣
と
表
現
す
る
の
は
､
自

身
あ
る
い
は
読
者
の
｢
人
家
は
山
の
ど
こ
か
に
あ
る
の
だ
ろ
う
｣
と
い
う
､
｢
山
行
｣
詩
か
ら
来
る
予
想
の
否
定
を
意
図
し
た
も
の
と
考

え
う
る
｡
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ま
た
､
魯
山
は
､
元
魯
山
な
る
隠
者
と
線
が
あ
る
こ
と
は
､
山
崎
が
調
べ
た
｡

隠
者
が
住
ん
で
い
そ
う
な
､
清
浄
な
山
と
い
う
の
は
､
一
般
的
な
意
味
で
の
野
情
と
反
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
魯

山
の
､
少
な
く
と
も
彼
の
周
囲
に
は
人
家
が
な
い
｡
人
家
が
な
い
こ
と
を
宣
言
す
る
こ
と
で
､
讐
ゆ
か
り
の
山
な
の
に
讐
を
捨
象
す

る
｡
梅
尭
臣
が
楽
し
ん
で
い
る
の
は
､
高
潔
な
隠
者
す
ら
存
在
し
な
い
｢
野
情
｣
で
あ
る
｡
こ
の
｢
野
情
｣
は
､
｢
わ
た
し
の
｣
｢
自
然
を

愛
す
る
こ
こ
ろ
･
野
趣
｣
で
あ
り
､
そ
こ
か
ら
は
一
般
に
通
行
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
帯
び
た
自
然
表
現
は
排
除
さ
れ
て
い
る
｡

注(
1
)

(
2
)

(
3
)

(
4
)

(
5
)

(
6
)

(
7
)

寛
文
生
『
梅
尭
臣
』
(
中
国
詩
人
選
集
二
集
､
岩
波
書
店
､
一
九
六
二
年
)
p
∴
芸

前
野
直
彬
『
宋
元
明
清
詩
選
集
』
(
中
国
古
典
文
学
大
系
1
9
､
平
凡
社
､
完
七
三
年
)
p
.
∞

『
梅
尭
臣
』
解
説
p
⊥
○
よ
り

陳
新
･
杜
維
沫
『
欧
陽
僻
遠
集
』
(
1
海
古
希
出
版
社
､
完
八
六
年
)
｢
遠
山
｣
詩
の
本
文
も
こ
れ
に
よ
る
｡

朱
東
潤
『
梅
尭
臣
集
編
年
校
注
』
(
1
海
古
籍
出
版
社
､
一
九
八
〇
年
)
や
寛
文
生
『
梅
義
臣
』
等
に
よ
る

『
中
国
･
社
会
と
文
化
』
第
八
号
､
(
中
国
社
会
文
化
学
会
完
九
三
年
)
所
収

李
商
隠
の
詩
の
本
文
は
､
『
李
商
隠
詩
歌
集
解
』
(
撃
鋒
･
余
恕
誠
著
､
中
華
書
局
､
一
九
八
八
年
)
に
､
温
庭
靖
の
詩
の
本
文
は
､
『
温
庭
鍔
詩

選
』
(
呉
遁
生
選
注
､
香
港
大
光
出
版
社
､
一
九
五
九
年
)
に
､
陸
瀞
の
詩
の
本
文
は
､
『
剣
南
詩
稿
校
注
』
(
銭
仲
聯
校
注
､
上
海
古
君
版
社
､
一

九
八
五
年
)

に
よ
る
｡


