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前
稿
に
引
き
続
き
、
本
稿
で
は
『
儀
礼
』『
大
戴
礼
記
』『
周
礼
』『
詩
経
』
に
見
え
る
反
戦
的
・
厭
戦
的
言
辞

を
確
認
し
た
。
そ
の
結
果
、
前
三
書
に
は
そ
う
し
た
言
辞
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
は
漢
朝
の
顕
彰
を
役

割
と
さ
れ
、
儒
学
（
儒
教
）
が
漢
朝
の
御
用
思
想
と
な
る
過
程
で
編
纂
・
経
典
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
漢

朝
の
存
在
意
義
を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
厭
戦
的
・
反
戦
的
文
言
が
見
ら
れ
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

に
対
し
、
周
代
以
来
の
詩
を
集
め
た
『
詩
経
』
で
は
、
全
三
〇
五
首
中
一
九
首
の
詩
に
厭
戦
的
・
反
戦
的
言
辞
を

確
認
で
き
た
。
特
に
夫
が
従
軍
中
で
あ
る
こ
と
を
嘆
く
夫
婦
の
詠
ん
だ
詩
が
多
い
点
に
注
目
さ
れ
る
。
儒
家
は
、

こ
う
し
た
詩
を
多
数
『
詩
経
』
に
収
録
し
後
世
に
残
す
こ
と
で
、
為
政
者
を
軍
事
に
慎
重
な
政
治
に
向
か
わ
せ
よ

う
と
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
今
回
も
『
塩
鉄
論
』
の
「
絶
対
平
和
主
義
」
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
概

念
や
言
辞
は
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
。
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，
詩
経
，
厭
戦
的
言
辞
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は
じ
め
に

　
前
稿１

に
引
き
続
き
、
中
国
古
代
の
儒
家
文
献
に
見
え
る
反
戦
思
や
反

戦
的
言
辞
を
抽
出
・
検
討
す
る
。
本
稿
で
は
『
儀
礼
』『
大
戴
礼
記
』『
周

礼
』『
詩
経
』
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
前
に
こ
の
一
連
の
研
究
の
目
的
と
前
稿
ま
で
の
成
果

に
つ
い
て
ざ
っ
と
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
も
そ
も
の
発
端
は
、
前
漢

中
期
（
昭
帝
期
）
の
前
八
一
年
に
実
施
さ
れ
た
「
塩
鉄
会
議
」
に
お
い

て
、
塩
・
鉄
・
酒
の
専
売
制
継
続
に
反
対
す
る
賢
良
・
文
学
（
民
間
の

儒
者
た
ち
）
が
、
専
売
制
実
施
の
根
拠
と
な
っ
て
い
た
対
匈
奴
戦
争
の

継
続
自
体
に
反
対
し
た
さ
い
、
漢
側
の
陰
謀
（
匈
奴
の
単
于
を
甘
言
で

お
び
き
寄
せ
、
討
ち
取
ろ
う
と
し
て
失
敗
）
で
始
ま
っ
た
不
義
の
戦
い

で
あ
る
が
ゆ
え
に
こ
の
戦
争
は
続
け
る
大
義
が
な
い
、
と
主
張
し
、
異

文
化
集
団
た
る
匈
奴
と
の
平
和
共
存
は
不
可
能
と
し
て
戦
争
と
専
売
制

の
継
続
を
訴
え
る
御
史
大
夫
（
桑
弘
羊
）
ら
に
対
し
、
相
手
が
匈
奴
で

あ
っ
て
も
漢
の
儒
家
的
徳
政
で
醇
化
さ
せ
れ
ば
共
存
は
可
能
、
と
徹
底

的
に
反
戦
平
和
を
訴
え
続
け
た
口
吻
の
執
拗
さ
に
あ
ら
た
め
て
気
づ
か

さ
れ
た
こ
と
に
あ
る２

。

　
こ
の
よ
う
な
「
絶
対
平
和
主
義
」
は
、
従
来
の
歴
史
研
究
で
は
単
な

る
空
理
空
論
、
絵
空
事
に
過
ぎ
な
い
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
人
類
は
、

そ
う
し
た
牧
歌
的
な
絵
空
事
に
真
剣
に
向
き
合
う
に
は
あ
ま
り
に
も
多

く
の
戦
争
を
経
験
し
過
ぎ
て
き
た
。
歴
史
と
戦
争
は
密
接
不
可
分
、
い

や
「
戦
争
こ
そ
歴
史
そ
の
も
の
」
と
い
う
観
念
こ
そ
歴
史
研
究
者
か
ら

市
井
の
庶
民
に
至
る
ま
で
浸
透
し
た
常
識
で
あ
る
、
と
す
ら
言
え
る
か

も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
な
お
さ
ら
、
桓
寛
『
塩
鉄
論３

』
で

見
る
こ
と
が
で
き
る
賢
良
・
文
学
の
執
拗
な
「
絶
対
平
和
主
義
」
に
は
、

違
和
感
と
同
時
に
あ
る
種
の
感
銘
も
覚
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
福
井

重
雅
の
言
う
と
お
り
、
彼
ら
の
「
絶
対
平
和
主
義
」
が
「
一
般
の
人
心

を
掌
握
し
得
た
点
」
に
儒
家
と
法
家
と
の
思
想
闘
争
に
お
け
る
儒
家
の

勝
利
と
、
そ
の
後
急
速
に
儒
学
（
儒
教
）
が
漢
王
朝
の
正
統
思
想
の
座

を
占
め
、
法
家
等
の
他
の
思
想
を
圧
倒
し
駆
逐
し
て
い
っ
た
事
実
の
要

因
の
一
端
を
認
め
る
な
ら
ば４

、
そ
れ
は
も
は
や
単
な
る
絵
空
事
で
は
な

く
、
そ
の
後
二
〇
〇
〇
年
に
わ
た
っ
て
連
綿
と
続
い
た
儒
教
国
家
体
制

を
確
立
さ
せ
た
と
い
う
点
で
、
極
め
て
現
実
的
な
影
響
を
発
揮
し
た
こ

と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
少
な
く
と
も
前
一
世
紀
前
半
の
中
国
の

人
々
が
、
戦
争
を
強
く
忌
避
す
る
感
情
に
包
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
も
示

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
、『
塩
鉄
論
』
に
見
え
る
賢
良
・
文
学
の
主
張
が
そ
れ
以
前
の

儒
家
思
想
の
伝
統
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

儒
学
は
堯
・
舜
・
禹
や
周
の
文
王
・
武
王
・
周
公
旦
な
ど
上
古
の
伝
説

的
帝
王
や
周
代
初
期
（
前
一
一
世
紀
末
─
前
一
〇
世
紀
初
め
頃
）
の
諸

王
の
政
治
を
理
想
と
し
、
常
に
上
古
か
ら
の
古
典
籍
に
依
拠
し
て
自
説

の
正
当
性
を
主
張
す
る
、極
め
て
歴
史
主
義
的
な
思
想
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
う
で
あ
る
以
上
、
中
国
社
会
に
お
け
る
反
戦
思
想
は
、
塩
鉄
会
議

の
場
で
突
然
表
出
し
た
も
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
古
く
か
ら
胚
胎
し
て
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い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
い
っ
た
い
、『
塩
鉄
論
』
の
賢
良
・
文
学

の
「
絶
対
平
和
主
義
」
に
帰
結
す
る
儒
家
の
反
戦
思
想
は
、
い
つ
ご
ろ

か
ら
、
ど
の
よ
う
な
形
で
芽
吹
き
始
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
研
究
や
思
想
史
研
究
が
「
人
類
史
は
戦

争
の
歴
史
」
と
い
う
通
念
を
当
然
の
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
続
け
て

き
た
た
め
、
右
の
疑
問
を
解
明
す
る
よ
う
な
先
行
研
究
は
管
見
の
限
り

一
つ
と
し
て
な
い
。
そ
こ
で
筆
者
は
、『
塩
鉄
論
』
に
先
行
す
る
少
な

か
ら
ざ
る
儒
家
文
献
を
逐
一
精
査
し
、
そ
の
中
か
ら
反
戦
思
想
的
言
辞

や
行
動
を
抽
出
し
、『
塩
鉄
論
』
の
「
絶
対
平
和
主
義
」
が
生
み
出
さ

れ
て
き
た
歴
史
的
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
を
前
稿
か
ら
始
め
た
の

で
あ
る
。

　
前
稿
で
は
『
易
経
』『
書
経
』『
礼
記
』『
論
語
』
に
つ
い
て
見
た
。

そ
の
結
果
、『
書
経
』
商
書
・
湯
誓
、
周
書
・
大
誥
に
戦
争
そ
の
も
の

を
忌
避
す
る
庶
民
の
声
が
見
え
、『
中
庸
』
第
二
段
第
二
節
や
『
論
語
』

泰
伯
篇
に
孔
子
の
高
弟
顔
回
の
「
無
抵
抗
主
義
」（
危
害
を
加
え
ら
れ

て
も
報
復
を
し
な
い
）
が
見
え
る
な
ど
、
断
片
的
で
は
あ
る
が
い
く
つ

か
の
反
戦
思
想
的
言
辞
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
。し
か
し
な
が
ら
、

そ
れ
ら
の
断
片
的
・
微
温
的
な
反
戦
・
平
和
思
想
と
『
塩
鉄
論
』
の
賢

良
・
文
学
の
執
拗
か
つ
激
烈
な
主
張
と
の
間
に
は
、
な
お
か
な
り
の
懸

隔
が
あ
る
。
自
国
の
非
を
認
め
、
譲
歩
に
よ
っ
て
敵
と
和
平
を
結
ぶ
こ

と
を
主
張
す
る
思
想
、
あ
ら
ゆ
る
戦
争
を
全
面
否
定
す
る
「
絶
対
平
和

主
義
」
に
、
賢
良
・
文
学
は
ど
の
よ
う
に
し
て
到
達
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
本
稿
で
も
引
き
続
き
そ
れ
を
探
っ
て
い
く
。

一
、『
儀
礼
』
に
つ
い
て

　　『
儀
礼
』
は
周
公
ま
た
は
孔
子
の
撰
と
も
さ
れ
、『
漢
書
』
巻
三
〇
芸

文
志
は
漢
初
の
魯
の
高
堂
生
の
撰
と
す
る
が
、
実
際
は
戦
国
時
代
末
に

成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
。
高
堂
生
が
伝
え
た
今
文
（
漢
代
に
通
用
し
て

い
た
字
体
）
の
テ
キ
ス
ト
一
七
巻
と
は
別
に
、
孔
子
の
旧
宅
か
ら
発
見

さ
れ
た
と
い
う
古
文
（
上
古
の
字
体
）
の
テ
キ
ス
ト
五
六
巻
が
あ
り
、

後
漢
末
の
大
儒
・
鄭
玄
が
校
合
し
て
今
日
の
『
儀
礼
』
一
七
巻
の
原
型

が
で
き
た
と
さ
れ
る
。
上
層
階
級
の
日
常
生
活
・
冠
婚
葬
祭
や
宗
教
的

行
事
に
お
け
る
作
法
、
政
治
的
・
社
会
的
制
度
の
詳
細
を
記
録
し
た
典

籍
で
、
俗
に
三
礼
と
も
言
わ
れ
る
『
儀
礼
』『
周
礼
』『
礼
記
』
の
中
で

最
も
伝
来
が
古
く
、
か
つ
確
か
な
も
の
と
さ
れ
る５

。
今
日
、
儒
学
の
基

本
的
経
典
は
一
般
に
『
易
経
』『
書
経
』『
詩
経
』『
礼
記
』『
春
秋
』
の

五
経
と
さ
れ
る
場
合
が
多
い
が
、
儒
学
が
王
朝
の
御
用
思
想
と
し
て
の

地
位
を
確
立
す
る
漢
代
に
お
い
て
実
際
に
最
も
通
行
し
て
い
た
「
礼
」

の
典
籍
は
『
儀
礼
』
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る６

。
し
た
が
っ
て
、『
儀
礼
』

か
ら
反
戦
思
想
的
文
言
が
抽
出
で
き
れ
ば
、
漢
代
に
お
い
て
そ
う
し
た

思
潮
が
日
常
的
に
存
在
し
た
根
拠
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　
し
か
し
、『
儀
礼
』
に
は
そ
の
よ
う
な
文
言
は
た
だ
の
一
つ
も
見
出

せ
な
か
っ
た
。
全
編
、
ひ
た
す
ら
事
細
か
な
儀
式
作
法
の
羅
列
で
あ
り
、

今
日
的
な
表
現
を
す
れ
ば
「
詳
細
な
儀
式
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
そ
の
も
の
で

あ
る
。

　
し
か
し
そ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
は
当
然
と
言
え
る
。「
礼
」
と
は
そ
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も
そ
も
儒
学
（
儒
教
）
の
価
値
観
、
す
な
わ
ち
「
仁
」「
孝
」
等
の
文

字
で
表
さ
れ
る
家
族
道
徳
・
君
臣
道
徳
、
長
幼
の
序
に
基
づ
く
社
会
秩

序
を
、
儀
式
典
礼
を
通
じ
て
「
可
視
化
」
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
。

端
的
に
言
え
ば
、
人
間
の
欲
望
や
不
満
の
噴
出
を
制
御
す
る
こ
と
が
す

な
わ
ち
秩
序
の
維
持
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に

人
々
に
煩
瑣
な
作
法
を
学
習
さ
せ
順
守
さ
せ
る
こ
と
が
「
礼
」
の
制
度

的
役
割
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　「
礼
」
の
効
能
を
表
す
象
徴
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
前
漢
初
代

皇
帝
の
高
祖
劉
邦
は
、
漢
王
朝
成
立
（
前
二
〇
二
年
）
直
後
、
恩
賞
や

待
遇
に
不
満
を
持
ち
、
日
々
飲
酒
し
喧
嘩
に
明
け
暮
れ
、
謀
反
さ
え
た

く
ら
む
武
将
た
ち
の
扱
い
に
苦
慮
し
て
い
た
。
そ
の
時
、
儒
者
の
叔
孫

通
が
漢
の
礼
制
を
定
め
る
べ
き
と
進
言
、
本
来
形
式
ば
っ
た
儒
学
を

嫌
っ
て
い
た
高
祖
で
あ
っ
た
が
、
叔
孫
通
に
「
俺
が
覚
え
ら
れ
る
程
度

に
し
ろ
」
と
注
文
を
つ
け
な
が
ら
そ
の
作
業
を
ま
か
せ
た
。
す
る
と
翌

年
、
新
首
都
長
安
に
完
成
し
た
宮
殿
で
新
年
を
祝
う
式
典
が
挙
行
さ
れ

た
さ
い
、
か
つ
て
乱
暴
狼
藉
を
働
い
て
い
た
武
将
た
ち
が
威
儀
を
正
し

て
整
然
た
る
振
る
舞
い
を
見
せ
た
。
高
祖
は
思
わ
ず
、「
自
分
は
今
日

こ
そ
皇
帝
の
貴
さ
を
知
っ
た
」
と
感
嘆
し
た
と
い
う７

。
戯
画
的
な
エ
ピ

ソ
ー
ド
で
は
あ
る
が
、
叔
孫
通
が
定
め
た
漢
の
礼
制
が
今
日
に
伝
わ
る

『
儀
礼
』
の
内
容
と
も
共
通
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、『
儀
礼
』
に
見
え
る

作
法
の
驚
く
ほ
ど
の
煩
雑
さ
か
ら
推
察
し
て
、
荒
く
れ
者
の
武
将
た
ち

の
矯
正
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
礼
制
が
一
般
庶
民
に
ま
で
普
及
浸
透
し

た
際
に
は
確
か
に
社
会
の
安
定
化
に
役
立
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を

想
像
さ
せ
る
。

　
し
か
し
そ
れ
は
、
馬
上
で
天
下
を
取
り
漢
を
興
し
た
高
祖
の
偉
大
さ

を
顕
彰
し
、
誇
示
す
る
も
の
だ
っ
た
ろ
う
か
ら
、
そ
こ
に
反
戦
的
要
素

な
ど
は
微
塵
も
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
前
稿
で
見
た
『
礼
記
』
も
同

様
で
あ
っ
た
が
、
戦
乱
を
勝
ち
抜
い
て
生
ま
れ
た
体
制
の
存
続
に
寄
与

す
る
こ
と
こ
そ
「
礼
」
に
期
待
さ
れ
た
役
割
で
あ
っ
た
以
上
、
そ
も
そ

も
反
戦
的
言
辞
が
含
ま
れ
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。

二
、『
大
戴
礼
記
』
に
つ
い
て

　『
大
戴
礼
記
』
は
、
前
稿
で
見
た
『
礼
記
』
の
姉
妹
編
と
も
言
え
る

典
籍
で
あ
る
。
前
漢
後
期
の
礼
学
者
で
あ
っ
た
戴
徳
・
戴
聖
の
兄
弟（
生

没
年
不
詳
）
が
、
漢
初
に
孔
子
の
旧
宅
か
ら
発
見
さ
れ
た
書
籍
や
孔
子

の
弟
子
た
ち
が
記
し
た
書
籍
な
ど
と
し
て
朝
廷
に
献
上
さ
れ
た
大
量
の

儒
家
文
献
の
う
ち
、「
礼
」
に
関
わ
る
二
一
四
篇
を
校
定
・
編
集
し
た

も
の
が
『
大
戴
礼
記
』
お
よ
び
『
礼
記
』
で
あ
る
と
さ
れ
る
。『
大
戴

礼
記
』
は
兄
の
戴
徳
が
定
め
た
八
五
篇
か
ら
成
り
、『
礼
記
』
は
弟
の

戴
聖
が
そ
れ
を
さ
ら
に
削
っ
て
四
六
篇
に
し
た
も
の
だ
と
い
う
。の
ち
、

後
漢
末
の
馬
融
が
戴
聖
の
四
六
篇
に
月
令
・
明
堂
位
・
楽
記
の
計
三
篇

を
加
え
全
四
九
篇
と
し
、
さ
ら
に
馬
融
の
弟
子
の
鄭
玄
が
詳
細
な
注
を

つ
け
た
た
め
に
以
後
は
戴
聖
本
が
盛
行
し
て
『
礼
記
』
と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
り
、五
経
の
一
つ
と
し
て
長
く
読
み
継
が
れ
た
が
、戴
徳
本（『
大

戴
礼
記
』）
は
徐
々
に
衰
退
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
現
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在
は
も
と
の
八
五
篇
の
う
ち
第
三
九
篇
か
ら
第
八
一
篇
が
伝
わ
る
の
み

で
、
そ
の
う
ち
の
第
四
三
篇
─
第
四
五
篇
お
よ
び
第
六
一
篇
が
欠
け
、

第
七
四
篇
が
分
か
れ
て
二
篇
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
全
体
で
四
〇
篇
が

残
存
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
そ
も
そ
も
が
後
世
の
偽
書
で
あ

る
と
い
う
疑
い
も
根
強
い
。
し
か
し
、
全
く
の
捏
造
で
は
な
く
、
あ
る

程
度
は
漢
代
以
前
の
礼
の
情
報
を
含
む
と
見
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う８

。

　
そ
れ
で
は
、
冒
頭
の
第
三
九
篇
「
王
言
」
か
ら
見
て
み
よ
う９

。
孔
子

に
弟
子
の
曾
子
（
曾
参
）
が
「
明
王
の
道
」（
理
想
的
な
王
道
政
治
）

を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
孔
子
は
特
に
「
信
」
の
大
切
さ
を
説
き
、

其
の
信
に
于お

け
る
や
、
四
時
春
秋
冬
夏
の
如
し
。
其
の
博ひ

ろ

く
万
民

を
有た

も

つ
や
、
飢
え
て
食
ら
う
が
如
く
、
渇
し
て
飲
む
が
如
し
。
下

土
の
人
之
を
信
ず
。
暑
熱
凍
寒
の
如
く
、遠
く
し
て
邇ち

か

き
が
若
し
。

道
の
邇
き
に
非
ざ
る
な
り
。

と
す
る
。
万
民
に
と
っ
て
王
が
保
つ
「
信
」
と
は
四
季
や
寒
暑
の
よ
う

に
、
腹
が
減
っ
た
ら
食
べ
、
喉
が
乾
い
た
ら
飲
む
の
と
同
じ
よ
う
に
身

近
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

其
の
明
徳
を
及
ぼ
す
な
り
。是こ

こ

を
以
て
兵
革
動
か
ず
し
て
威
あ
り
。

用
利
施
さ
ず
し
て
親
し
む
。此
を
之
れ
明
王
の
守
り
と
謂
う
な
り
。

千
里
の
外
に
折
衝
す
と
は
、
此
の
謂
い
な
り
。

と
続
く
。
信
を
保
つ
と
は
、
す
な
わ
ち
明
徳
を
及
ぼ
す
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
が
で
き
れ
ば
軍
隊
を
動
か
さ
な
く
と
も
威
厳
を
示
す
こ
と
が
で

き
、
物
資
や
報
償
に
頼
ら
な
く
と
も
人
々
を
親
し
ま
せ
る
こ
と
が
で
き

る
、
こ
れ
こ
そ
が
明
王
に
よ
る
守
備
で
あ
り
、
千
里
の
外
に
あ
る
敵
を

も
手
な
ず
け
、
そ
の
攻
撃
を
未
然
に
防
ぐ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
い
か

に
も
儒
家
的
な
王
道
政
治
の
表
明
で
あ
り
、『
塩
鉄
論
』
の
主
張
に
も

通
じ
る
も
の
が
あ
る
が
、
匈
奴
の
よ
う
な
難
敵
を
具
体
的
に
想
定
し
た

議
論
で
は
な
く
、
そ
の
分
緊
迫
感
の
な
い
抽
象
論
に
な
っ
て
い
る
点
は

大
き
な
違
い
と
言
え
る
。

　
同
じ
く
「
王
言
」
に
は
、
明
王
の
「
征
」（「
正
し
く
行
く
」
の
意
だ

が
、
征
伐
の
意
も
含
む
）
に
つ
い
て
、

明
王
の
征
す
る
や
、
猶な

お
時
雨
の
ご
と
き
な
り
。
至
れ
ば
則
ち
民

説よ
ろ
こぶ

、
と
。
是
の
故
に
、
施

ほ
ど
こ
しを

行
う
こ
と

彌
い
よ
い
よ

博
く
、
親
を
得
る

こ
と
彌
衆お

お

し
。
此こ

れ

を
之こ

れ
衽じ

ん

席せ
き

の
上
に
師
を
還め

ぐ

ら
す
と
謂
う
、と
。

と
も
あ
る
。
明
王
の
征
は
慈
雨
の
ご
と
く
、
征
伐
さ
れ
る
側
の
民
に
さ

え
喜
ば
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
恵
み
は
あ
ま
ね
く
広
が
り
、
親
愛
の
情

も
広
が
る
、こ
の
よ
う
な
状
態
を
「
敷
物
の
上
で
軍
隊
を
帰
還
さ
せ
る
」

ご
と
き
平
安
な
治
世
と
い
う
、
と
す
る
。
要
す
る
に
君
主
が
徳
治
政
治

に
努
め
れ
ば
、
軍
隊
は
あ
っ
て
も
使
う
必
要
が
な
く
な
る
と
い
う
の
で

あ
る
。

　
し
か
し
も
ち
ろ
ん
現
実
の
政
治
は
そ
の
よ
う
に
う
ま
く
は
い
か
な

い
。
い
っ
た
ん
戦
争
と
な
っ
た
ら
、
兵
士
は
ど
う
す
る
べ
き
か
。
第
五

二
篇
「
曾
子
大
孝
」
で
は
、『
孝
経
』
の
撰
者
と
さ
れ
る
曾
子
で
さ
え
、

　
　
戦
陳
に
勇
無
き
は
、
孝
に
非
ざ
る
な
り
。

と
明
言
し
て
い
る
。
戦
場
で
勇
敢
に
戦
わ
な
い
者
は
、
孝
と
は
言
え
な

い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
反
戦
的
思
想
は
微
塵
も
見
ら
れ
な

い
。
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そ
れ
は
（
こ
こ
で
見
る
限
り
）
孔
子
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
っ
た
。

第
七
五
篇
「
用
兵
」
に
は
、
魯
の
哀
公
と
孔
子
の
戦
争
に
つ
い
て
の
問

答
が
見
え
る
が
、
そ
の
冒
頭
に
、

（
哀
）公
曰
く
、兵
を
用
う
る
者
は
其
れ
不
祥
に
由
る
か
、と
。（
孔
）

子
曰
く
、胡な

ん

為す

れ
ぞ
其
れ
不
祥
な
る
や
。
聖
人
の
兵
を
用
う
る
や
、

以
て
残
を
禁
じ
暴
を
天
下
に
止と

ど

む
る
な
り
。
後
世
貪た

ん

者
の
兵
を
用

う
る
に
及
ん
で
や
、
以
て
百
姓
を
刈
り
、
国
家
を
危
う
く
す
る
な

り
、
と
。

と
あ
り
、「
聖
人
」
が
残
虐
や
暴
虐
を
行
う
者
を
征
伐
す
る
場
合
と
限

定
し
な
が
ら
も
、
孔
子
が
一
定
程
度
戦
争
を
肯
定
し
て
お
り
、
聖
人
と

は
程
遠
い
我
欲
に
か
ら
れ
た
後
世
の
者
が
戦
争
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て

か
ら
、
民
衆
が
過
剰
に
殺
さ
れ
国
家
が
危
う
く
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
だ
、
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
戦
争
も
上

古
の
聖
人
た
ち
が
行
え
ば
正
義
と
な
り
、
後
世
の
凡
人
が
行
え
ば
悪
に

な
る
の
で
あ
る
。
儒
学
（
儒
教
）
の
尚
古
主
義
を
端
的
に
示
す
一
文
と

言
え
る
。
と
同
時
に
、
前
稿
で
確
認
し
た
『
論
語
』
に
見
え
る
孔
子
の

反
戦
的
姿
勢
よ
り
も
か
な
り
後
退
し
た
印
象
を
与
え
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
現
存
の
『
大
戴
礼
記
』
に
は
『
塩
鉄
論
』
の
よ
う

な
反
戦
思
想
は
見
出
す
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
し
て
や
絶
対
平
和
主
義
的

な
文
言
は
全
く
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

三
、『
周
礼
』
に
つ
い
て

　
俗
に
三
礼
と
称
さ
れ
る
『
儀
礼
』『
礼
記
』『
周
礼
』
の
う
ち
、
そ
の

成
立
過
程
や
内
容
に
最
も
疑
念
を
持
た
れ
て
き
た
の
が
『
周
礼
』
で
あ

る
。
本
来
は
「
周
官
」
と
呼
ば
れ
、
周
公
旦
が
周
初
に
定
め
た
官
制
を

記
録
し
た
典
籍
と
さ
れ
た
。
前
節
で
見
た
『
大
戴
礼
記
』
と
同
様
、
孔

子
の
旧
宅
等
か
ら
発
見
さ
れ
漢
の
朝
廷
に
献
上
さ
れ
た
礼
の
資
料
の
う

ち
、
宮
中
の
書
庫
に
秘
蔵
さ
れ
て
い
た
も
の
を
前
漢
末
に
劉
歆
が
発
見

し
、
周
代
の
理
想
的
官
制
を
記
し
た
典
籍
と
し
て
大
い
に
顕
彰
し
た
た

め
世
に
現
れ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
直
後
に
前
漢
を
簒
奪
し
新
（
八
年
─

二
三
年
）
を
建
国
し
た
王
莽
を
始
め
、
南
北
朝
時
代
の
西
魏
や
唐
の
則

天
武
后
、
北
宋
の
改
革
政
治
家
王
安
石
な
ど
が
信
奉
し
た
経
典
と
し
て

も
知
ら
れ
る
。

　
し
か
し
そ
の
一
方
で
こ
の
書
に
は
早
く
か
ら
劉
歆
の
「
偽
作
」
と
す

る
声
が
根
強
い
。
劉
歆
は
前
漢
の
宗
室
に
つ
ら
な
る
儒
学
者
で
、
大
儒

劉
向
の
子
と
い
う
恵
ま
れ
た
地
位
に
あ
り
な
が
ら
、
王
莽
と
の
関
係
を

深
め
、
つ
い
に
そ
の
簒
奪
を
助
け
て
前
漢
王
朝
を
滅
亡
さ
せ
、
新
に
お

い
て
国
師
公
と
い
う
重
職
に
就
い
た
も
の
の
、
の
ち
に
王
莽
と
の
関
係

が
悪
化
し
た
た
め
そ
の
暗
殺
を
企
て
た
が
失
敗
し
、
自
殺
に
追
い
込
ま

れ
た10

。
学
問
的
な
野
心
も
大
き
か
っ
た
よ
う
で
、
前
述
の
よ
う
に
宮
中

で
発
見
し
た
『
周
礼
』
や
『
春
秋
左
氏
伝
』
を
儒
教
の
正
統
な
テ
キ
ス

ト
と
す
る
べ
く
大
い
に
運
動
し
、
そ
れ
に
成
功
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ

る
。
し
か
し
、
右
の
よ
う
な
生
涯
を
送
っ
た
た
め
も
あ
っ
て
か
、
彼
が

推
し
た
『
周
礼
』
も
『
春
秋
左
氏
伝
』
も
早
く
か
ら
「
偽
書
」
の
疑
い

を
か
け
ら
れ
て
き
た11

。
し
か
し
、
ど
ち
ら
も
全
く
の
偽
書
と
は
考
え
が
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た
く
、
漢
代
以
前
の
古
い
情
報
を
相
当
程
度
含
ん
で
い
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
実
の
と
こ
ろ
、
こ
の
『
周
礼
』
に
も
反
戦
思
想
的
な
情
報
は
見
い
だ

せ
な
い
。
し
か
し
、
あ
え
て
詮
索
す
る
と
、
軍
事
に
関
わ
る
礼
制
を
説

い
た
場
面
で
軽
率
な
武
力
の
行
使
を
戒
め
る
文
が
見
い
だ
せ
る12

。

　
例
え
ば
、
天
官
・
宮
正
に
、

凡お
よ

そ
邦
の
大
事
に
は
王
宮
の
官
府
・
次
舎
に
令
し
て
、
守
を
去
る

こ
と
無
く
し
て
政
令
を
聴お

さ

め
し
む
。

と
あ
る
。
国
家
に
戦
争
や
大
喪
等
の
大
事
件
が
あ
る
場
合
は
、
王
宮
中

の
各
官
府
の
役
人
に
命
令
し
、
役
所
の
部
署
を
離
れ
な
い
よ
う
に
し
て

随
時
命
令
を
待
た
せ
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
一
見
ご
く
当
た
り
前

の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
よ
り
具
体
的
に
田
猟
（
狩

猟
）
と
軍
事
演
習
の
場
面
に
お
け
る
礼
制
を
述
べ
て
い
る
夏
官
・
大
司

馬
に
は
、

羣
吏
、
誓
を
陳
前
に
聴
く
。
牲
を
斬
り
以
て
左
右
陳
に
徇と

な

え
て
曰

く
、
命
を
用
い
ざ
る
者
は
之
を
斬
ら
ん
、
と
。

と
あ
る
。
本
田
二
郎
『
周
礼
通
釈
』
は
「
命
を
用
い
ざ
る
者
は
之
を
斬

ら
ん
」
を
「
軍
令
を
順
守
せ
ず
勝
手
に
血
気
に
は
や
っ
て
敵
を
殺
す
者

が
あ
れ
ば
、
直
ち
に
こ
れ
等
を
斬
罪
に
処
す
る
」
と
訳
し
て
い
る13

。
つ

ま
り
、
戦
場
で
の
兵
士
の
感
情
的
暴
発
を
厳
に
い
ま
し
め
て
い
る
の
で

あ
り
、
戦
争
と
い
う
大
事
に
直
面
し
て
も
あ
く
ま
で
上
官
の
指
示
を

待
っ
て
適
切
に
行
動
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
地
官
・
大
司
徒
に
は

陽
礼
を
以
て
譲
を
教
う
れ
ば
則
ち
民
、
争
わ
ず
。

と
い
う
一
文
が
見
え
る
。「
郷
射
飲
酒
等
の
礼
を
以
て
民
に
謙
譲
と
い

う
徳
目
を
教
え
れ
ば
、
其
の
人
民
は
争
い
が
な
く
な
る
」
と
い
う
意
で

あ
る14

。
平
時
に
お
け
る
民
衆
の
諍
い
も
礼
制
に
よ
り
抑
制
で
き
る
こ
と

を
述
べ
て
い
る
。

　
ま
た
、
異
民
族
も
徳
治
政
治
に
よ
り
手
な
ず
け
る
こ
と
が
で
き
る
、

と
い
う
儒
家
思
想
特
有
の
概
念
も
当
然
の
ご
と
く
見
ら
れ
る
。
春
官
・

大
司
楽
に
、

六
律
・
六
同
・
五
声
・
八
音
・
六
舞
を
以
て
大
い
に
楽
を
合
わ
せ
、

…
以
て
遠
人
を
説

よ
ろ
こ

ば
し
め
、
以
て
動
物
を
作お

こ

す
。

と
あ
り
、
音
楽
や
舞
踊
に
よ
り
「
蕃
国
を
悦
服
さ
せ
、
百
物
を
生
々
化

育
せ
し
め
る15

」
と
解
さ
れ
る
。
儒
家
的
文
化
力
で
異
民
族
を
も
感
化
で

き
る
の
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
無
用
な
戦
争
を
避
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
い
ざ
戦
争
と
な
っ
た
場
合
に
は
厳
正
な
規
律
へ
の
絶
対
服

従
が
求
め
ら
れ
た
。
夏
官
・
大
司
馬
に
、

致
す
に
及
べ
ば
、
大
常
を
建
て
て
軍
衆
を
比
し
、
後
に
至
る
者
を

誅
す
。

と
見
え
る
。
本
田
は
「
軍
衆
を
召
集
す
る
と
き
は
、
太
常
旗
を
立
て
て

馳
せ
参
じ
た
人
数
を
点
検
し
て
、
遅
刻
者
を
誅
殺
す
る
」
と
訳
し
て
い

る16

。
ま
た
、
秋
官
・
大
司
寇
に
は
、
大
司
寇
の
職
責
の
一
つ
に
、

　
　
軍
刑
。
命
を
上

た
っ
と

び
守
を
糾
す
。

と
あ
り
、
本
田
は
「
軍
中
の
刑
罰
を
施
行
す
る
こ
と
で
あ
る
。
目
的
と
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す
る
と
こ
ろ
は
、
命
令
の
遵
守
を
督
励
し
、
職
守
を
欠
く
者
を
た
だ
し

あ
げ
る
」と
訳
し
て
い
る17

。
国
家
の
官
制
を
記
し
た
書
物
で
あ
る
以
上
、

上
司
の
命
令
や
職
責
を
順
守
す
べ
き
こ
と
を
説
く
の
は
も
ち
ろ
ん
、
戦

時
と
な
れ
ば
な
お
さ
ら
そ
れ
を
強
調
し
、
違
反
者
は
厳
罰
に
処
さ
れ
る

こ
と
を
明
記
し
て
い
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
。

　
そ
う
し
た
「
威
嚇
」
は
、
官
制
内
の
上
下
関
係
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

冬
官
・
梓
人
に
は
、
梓
人
（
飲
器
の
作
成
を
職
責
と
す
る
）
が
作
っ
た

さ
ま
ざ
ま
な
飲
器
を
使
用
す
る
祭
祀
に
お
い
て
王
（
周
王
）
が
述
べ
る

べ
き
言
葉
も
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
、

其
の
辞
に
曰
く
、「
惟こ

れ

れ
若

な
ん
じ

寧
侯
、
女

な
ん
じ

不
寧
の
侯
、
王
所
に
属
せ

ざ
る
が
若ご

と

き
こ
と
或あ

る
こ
と
毋な

か

れ
。
故
に
女
を
射
る
」
と
。

と
い
う
文
言
が
見
え
る
。
本
田
は
「
祭
辞
の
大
意
は
、
次
の
通
り
で
あ

る
。
汝
ら
、
こ
の
安
順
に
し
て
功
徳
あ
る
諸
侯
よ
。
か
の
安
順
な
ら
ざ

る
諸
侯
の
王
に
朝
会
せ
ざ
る
が
ご
と
き
こ
と
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
故
に

こ
こ
に
標
的
を
張
挙
し
て
矢
を
以
て
こ
の
輩
を
射
る
」
と
訳
し
て
い
る18 

。

王
に
従
順
な
諸
侯
に
対
し
、
決
し
て
従
順
で
な
い
諸
侯
に
な
ら
な
い
よ

う
に
威
嚇
す
る
た
め
に
、
侯
（
射
撃
の
「
ま
と
」。
諸
侯
の
「
侯
」
と

か
け
て
い
る
）
を
射
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
好
戦
的
と
ま
で
は
言
え

な
い
が
、
諸
侯
を
て
な
ず
け
る
た
め
に
は
あ
る
程
度
の
威
嚇
も
「
礼
」

と
し
て
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
以
上
、『
周
礼
』
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
争
い
ご
と
は
極
力
回

避
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
通
念
や
、
戦
場
に
あ
っ
て
も
勝
手
な
暴

走
は
許
さ
な
い
、
と
い
う
抑
制
的
姿
勢
は
垣
間
見
ら
れ
た
が
、
戦
争
そ

の
も
の
を
絶
対
悪
と
し
て
忌
避
す
る
よ
う
な
文
言
は
見
ら
れ
な
か
っ

た
。
何
度
も
言
う
が
、
国
家
の
官
制
を
扱
う
典
籍
で
あ
る
以
上
、
そ
れ

は
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

四
、『
詩
経
』
に
つ
い
て

　『
詩
経
』
は
、
周
初
か
ら
春
秋
時
代
に
か
け
て
各
国
で
作
ら
れ
、
詠

い
継
が
れ
た
詩
三
千
余
篇
を
孔
子
が
厳
選
し
三
百
余
篇
に
ま
と
め
た
も

の
と
さ
れ
る
。
そ
の
真
偽
は
定
か
で
は
な
い
が
、
王
侯
貴
族
か
ら
庶
民

に
至
る
ま
で
の
率
直
・
素
朴
な
感
情
を
表
し
た
詩
が
多
数
収
載
さ
れ
た

典
籍
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　
特
に
日
本
の
『
万
葉
集
』
の
「
防
人
の
歌
」
の
よ
う
に
、
兵
役
義
務

を
課
さ
れ
て
戦
場
に
い
る
夫
が
妻
や
家
族
を
思
う
詩
、
ま
た
そ
の
妻
が

夫
を
思
う
詩
が
多
く
、
注
目
さ
れ
る
。

　
以
下
、
現
行
本
の
配
列
順
に
沿
っ
て
注
目
す
べ
き
詩
を
取
り
上
げ
、

分
析
し
て
い
く
が
、『
詩
経
』
の
詩
の
多
く
は
極
め
て
難
解
な
の
で
、

訓
読
・
現
代
語
訳
は
定
評
あ
る
高
田
真
治
訳
注
『
詩
経
』（
漢
詩
大
系

Ⅰ
上
・
下
、
集
英
社
、
一
九
六
六
年
・
一
九
六
八
年
）
に
基
本
的
に
依

拠
す
る
こ
と
と
す
る
（
訓
読
に
続
け
て
〔
　
〕
内
に
現
代
語
訳
を
示
す
）。

　
ま
ず
、
国
風
・
周
南
の
「
巻
耳
」
の
首
章
を
見
て
み
よ
う
。

巻け
ん
じ

耳
（
み
み
な
）を

采
り
采
る
　
頃け

い

筐き
ょ
うに

盈み

た
ず
　
嗟あ

あ

　
我
　
人
を
懐お

も

い
て

彼か

の
周
行
に
寘お

く

〔
野
辺
に
出
て
耳み

み

巻な

を
摘
み
取
る
に
　
な
か
な
か
小
さ
い
笙か

ご

に
も
一
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杯
に
盈
た
ぬ
　
あ
あ
　
わ
れ
は
遙
か
に
遠
征
の
人
を
懐
う
て
　
暫

し
筐
を
路
傍
に
置
い
て
思
い
に
耽
る
〕

　
野
原
で
草
摘
み
を
し
な
が
ら
ふ
と
出
征
中
の
夫
の
こ
と
を
思
い
出
し

嘆
息
す
る
妻
の
様
子
を
描
写
し
て
い
る
。
こ
れ
に
続
い
て
、
戦
地
で
苦

労
す
る
夫
の
様
子
を
想
像
し
案
ず
る
章
が
並
ぶ
。
作
者
や
夫
の
地
位
・

身
分
は
不
詳
で
あ
り19

、
必
ず
し
も
庶
民
層
の
詩
で
は
な
い
可
能
性
も
あ

る
が
、
夫
の
身
を
案
ず
る
妻
の
気
持
ち
が
表
れ
、
婉
曲
に
戦
争
を
厭
う

感
情
が
吐
露
さ
れ
た
一
首
で
あ
る
。
実
は
『
詩
経
』
に
は
、
反
戦
的
と

言
う
よ
り
は
厭
戦
的
な
こ
う
し
た
詩
が
か
な
り
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
同
じ
く
周
南
の
「
汝
墳
」
に
は
、
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
だ
反
戦
的
心

情
が
詠
わ
れ
て
い
る
。
首
章
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

彼か

の
汝
墳
に
遵

し
た
が

っ
て
　
其
の
條

じ
ょ
う

枚ば
い

を
伐き

る
　
未
だ
君
子
を
見
ざ
れ

ば
惄で

き

と
し
て
調

ち
ょ
う

飢き

の
如
し

〔
あ
の
汝
水
の
隄
に
沿
う
て
　
枝
や
幹
を
伐
っ
て
薪
と
す
る
　
あ
な

た
の
お
顔
を
見
ぬ
う
ち
は
　
げ
っ
そ
り
と
し
て
朝
の
ひ
も
じ
い
思

い
を
す
る
よ
う
だ
〕

　
高
田
真
治
は
「
汝
水
に
沿
う
大
き
な
隄
防
の
ほ
と
り
に
行
き
、
そ
の

あ
た
り
に
茂
る
樹
木
の
幹
や
枝
を
伐
り
取
る
と
い
う
の
は
、
夫
が
征
役

の
た
め
に
外
に
あ
る
の
で
、留
守
中
の
妻
が
、木
の
枝
や
幹
を
伐
り
取
っ

て
薪
と
な
し
、
生
活
の
助
け
と
す
る
の
で
あ
る
。
薪
を
伐
る
の
は
、
主

と
し
て
男
の
仕
事
で
あ
る
が
、
今
は
夫
が
い
な
い
の
で
、
妻
が
夫
に
代

わ
っ
て
男
仕
事
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
妻
は
夫
の
帰
り
を
待
ち
わ
び
る
。

そ
れ
で
夫
の
顔
を
見
な
い
中
は
、朝
の
ひ
も
じ
い
思
い
を
す
る
よ
う
に
、

心
が
憂
え
て
さ
び
し
い
の
で
あ
る
。」
と
詳
細
に
解
説
し
て
い
る20

。

　
こ
の
詩
の
第
二
章
で
は
一
年
後
に
夫
が
帰
っ
て
妻
が
安
堵
す
る
様
子

が
詠
わ
れ
て
い
る
が
、
注
目
し
た
い
の
は
続
く
第
三
章
で
あ
る
。

魴ほ
う

魚ぎ
ょ

頳て
い

尾び

　
王
室
燬や

く
が
如
し
　
則
ち
燬
く
が
如
し
と
雖
も
　
父

母
孔

は
な
は
だだ

邇ち
か

し

〔
魴
の
魚
の
尾
は
赤
く
な
り
　
朝
廷
の
政
は
火
の
焼
く
よ
う
で
あ
る

　
火
の
焼
く
よ
う
に
苦
し
い
が
　
わ
れ
ら
を
救
う
父
母
は
も
う
近

く
に
来
て
い
る
〕

　
高
田
は
「
魴
魚
が
疲
れ
苦
し
ん
で
尾
が
赤
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、

朝
廷
の
政
治
の
や
り
方
が
ひ
ど
く
て
、
夫
が
公
役
に
駆
り
出
さ
れ
て
苦

労
す
る
こ
と
に
比
べ
た
の
で
あ
る
。
然
し
今
は
こ
ん
な
に
苦
し
い
時
代

で
あ
る
が
、
や
が
て
わ
れ
ら
を
救
う
父
母
の
よ
う
な
仁
君
の
恵
み
に
浴

し
て
、
よ
い
世
の
中
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
相
慰
め
る
の
で
あ
る
。

毛
伝
は
、
王
室
の
暴
政
は
燬
く
が
如
く
で
あ
る
が
、
近
く
に
あ
る
父
母

を
棄
て
る
わ
け
に
は
行
か
ず
、
父
母
の
た
め
に
苦
労
を
忍
ば
ね
ば
な
ら

ぬ
と
す
る
。」と
解
説
し
て
い
る21

。最
後
の
二
句
の
解
釈
が
分
か
れ
る
が
、

王
室
（
周
王
朝
）
に
よ
る
軍
役
の
厳
し
さ
を
憂
え
た
詩
で
あ
る
と
す
る

理
解
は
一
致
し
て
い
る
。
周
南
は
殷
末
周
初
、
つ
ま
り
周
に
よ
る
克
殷

（
前
一
一
世
紀
末
頃
）
か
ら
武
王
・
周
公
に
よ
る
輝
か
し
い
政
治
が
実

現
し
た
と
さ
れ
、儒
家
が
理
想
と
す
る
時
代
の
詩
を
集
め
た
篇
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
治
世
に
お
い
て
さ
え
、
軍
役
は
人
々
に
忌
み
嫌
わ
れ
て
い

た
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
声
は
、
王
朝
へ
の
声
高
な
批
判
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や
反
戦
思
想
の
表
明
と
い
う
よ
う
な
種
類
の
も
の
で
は
な
く
、
避
け
ら

れ
な
い
義
務
と
し
て
諦
観
し
つ
つ
も
、
な
お
そ
の
辛
さ
を
慨
嘆
せ
ざ
る

を
得
な
い
偽
ら
ざ
る
心
情
の
吐
露
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
か
え
っ

て
胸
を
打
つ
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
盛
世
の
時
代
に
あ
っ
て
も
軍
役
の

過
酷
さ
を
恨
む
民
衆
の
声
が
あ
っ
た
、
と
い
う
事
実
を
こ
う
し
た
詩
の

保
存
・
継
承
に
よ
っ
て
後
世
に
伝
え
、
も
っ
て
治
世
の
鑑
に
し
よ
う
と

し
た
『
詩
経
』
編
纂
時
の
儒
学
者
た
ち
の
姿
勢
に
は
、
被
統
治
者
へ
の

配
慮
を
為
政
者
に
迫
り
続
け
る
意
志
が
感
じ
ら
れ
、
徳
治
政
治
を
追
求

し
た
儒
学
（
儒
教
）
の
面
目
躍
如
と
い
う
感
が
あ
る
。
例
え
ば
戦
前
の

日
本
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
庶
民
の
嘆
き
の
声
が
表
出
さ
れ
る
機
会

が
果
た
し
て
あ
り
得
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
同
様
の
詩
は
ま
だ
続
く
。
召
南
「
草
蟲
」
の
首
章
は
、

喓よ
う

喓よ
う

た
る
草そ

う

蟲ち
ゅ
う　

趯て
き

趯て
き

た
る
阜ふ

螽し
ゅ
う　

未
だ
君
子
を
見
ざ
れ
ば
　
憂

心
　
忡
ち
ゅ
う

忡ち
ゅ
うた

り
　
亦
既す

で

に
見み

　
亦
既
に
覯あ

は
ば
　
我
が
心
　
則
ち

降
ら
ん

〔
秋
も
深
く
な
っ
て
　
草
む
ら
に
す
だ
く
虫
の
音
　
ば
っ
た
ば
っ
た

と
は
ね
ま
わ
る
ハ
タ
ハ
タ
　
あ
な
た
に
遭
わ
ぬ
う
ち
は
心
配
で
胸

が
痛
む
　
や
っ
と
お
会
い
で
き
て
　
お
顔
を
見
れ
ば
ほ
っ
と
落
ち

着
く
こ
と
で
し
ょ
う
〕

と
い
う
も
の
で
、
高
田
は
「
生
い
繁
る
草
む
ら
の
中
に
、
鳴
き
す
だ
く

虫
の
音
、
飛
び
交
う
虫
の
翅は

ね

。
雄
は
雌
を
呼
び
、
雌
は
雄
を
慕
う
。
秋

も
深
く
な
っ
た
。
冬
も
近
づ
く
。
そ
れ
な
の
に
わ
が
夫
は
出
役
し
て
ま

だ
帰
ら
ぬ
。
や
が
て
秋
も
過
ぎ
、
寒
い
冬
に
な
っ
て
、
夫
の
勤
め
も
さ

ぞ
や
辛
さ
が
増
す
で
あ
ろ
う
と
、
心
配
が
胸
に
盈み

ち
て
、
や
る
せ
な
い

心
の
憂
い
。
無
事
に
帰
っ
て
、
ま
た
会
う
こ
と
が
で
き
た
ら
、
ど
ん
な

に
か
胸
が
す
う
と
し
て
落
ち
着
く
で
あ
ろ
う
。
夫
の
姿
が
眼
に
浮
か
ぶ

思
い
で
あ
る
」
と
解
説
し
て
い
る22

。
続
く
第
二
章
に
も
「
未
だ
君
子
を

見
ざ
れ
ば
　
憂
心
惙て

つ

惙て
つ

た
り
」、
第
三
章
に
も
「
未
だ
君
子
を
見
ざ
れ

ば
　
我
が
心

傷
し
ょ
う

悲ひ

す
」
と
出
征
し
た
夫
に
会
え
な
い
悲
し
み
が
吐
露

さ
れ
て
い
る
。

　
次
に
、黄
河
下
流
域
の
小
国
・
衛
の
詩
を
集
め
た
邶は

い

風
か
ら
。「
撃
鼓
」

は
、
文
字
通
り
鼓
を
撃
ち
な
が
ら
勇
ま
し
く
戦
場
に
臨
ん
だ
も
の
の23

、

戦
況
が
悪
化
し
、
も
は
や
戦
死
は
必
至
と
な
っ
た
状
況
下
で
兵
士
が
妻

へ
の
想
い
を
詠
っ
た
詩
で
あ
る
。
そ
の
第
三
章
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。死

生
契け

つ

闊か
つ

　
子し

と
説

ち
か
い

を
成
せ
り
　
子
の
手
を
執と

り
て
　
子
と
偕と

も

に

老
い
ん
と

〔
死
ぬ
る
も
生
く
る
も
苦
労
を
共
に
し
よ
う
と
　
そ
な
た
と
し
ば
し

ば
約
束
の
言
葉
を
交
わ
し
た
の
で
あ
っ
た
　
そ
な
た
の
手
を
執
っ

て
　
そ
な
た
と
共と

も

白し
ら

髪が

ま
で
と
誓
っ
た
の
で
あ
っ
た
〕

　
高
田
は
「
出
征
の
兵
士
が
、
家
郷
に
残
し
た
妻
を
憶
う
情
を
述
べ
た

の
で
あ
る
。
子
と
は
、
こ
こ
で
は
そ
の
妻
を
指
す
。
そ
な
た
と
結
婚
の

始
め
に
あ
た
っ
て
は
、
死
生
を
共
に
し
よ
う
と
思
っ
て
苦
労
を
重
ね
て

来
て
、
い
つ
ま
で
も
離
れ
ま
い
と
し
ば
し
ば
約
束
を
交
わ
し
た
。
そ
な

た
の
手
を
執
っ
て
、
そ
な
た
と
偕
老
同
穴
の
契
り
を
誓
っ
た
こ
と
で

あ
っ
た
。
然
る
に
今
は
こ
ん
な
無
名
の
軍
に
参
加
し
て
、
い
つ
果
て
る
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か
も
し
れ
ぬ
身
の
上
に
な
っ
て
い
る
。
偕
老
同
穴
の
誓
い
を
果
た
す
こ

と
も
で
き
ず
に
、
屍
を
山
林
の
間
に
さ
ら
す
か
も
計
ら
れ
ぬ
あ
り
さ
ま

で
あ
る
。」
と
解
説
し
て
い
る24

。
さ
ら
に
続
く
第
四
章
（
終
章
）
は
、

于あ

嗟あ

　
闊か

つ

な
り
　
我
を
活い

か
さ
ず
　
于
嗟
　
洵

じ
ゅ
ん

な
り
　
我
を
信の

ば

し
め
ず

〔
あ
あ
　
遠
く
離
れ
て
　
今
は
は
や
生
き
る
す
べ
も
な
い
　
あ
あ
　

遠
く
別
れ
て
　
偕
老
の
志
を
果
た
す
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
た
〕

と
な
っ
て
い
る25

。
戦
場
で
死
に
直
面
し
た
兵
士
の
率
直
な
感
情
が
そ
の

ま
ま
溢
れ
た
詩
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
詩
を
「
記
録
」
し
「
残
す
」

と
い
う
作
業
自
体
、
間
接
的
・
婉
曲
的
に
反
戦
思
想
を
表
し
て
い
る
こ

と
は
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
も
や
は
り
抗
い
が
た
い
運

命
に
翻
弄
さ
れ
た
個
人
の
（
あ
る
い
は
家
族
の
）
嘆
き
を
示
す
も
の
で

あ
り
、『
塩
鉄
論
』
の
賢
良
・
文
学
ら
の
主
張
に
見
え
る
よ
う
な
真
正

面
か
ら
の
反
戦
思
想
や
「
絶
対
平
和
主
義
」
を
表
し
た
も
の
と
は
言
え

な
い
。

　
そ
れ
で
も
、『
詩
経
』
に
軍
役
・
出
征
を
厭
う
詩
が
続
出
す
る
点
に

は
や
は
り
注
目
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
邶
風
「
雄
雉
」
の
首
章
は
次
の
よ

う
に
詠
う
。

雄ゆ
う

雉ち

于こ
こ

に
飛
び
　
其
の
羽
を
泄え

い

泄え
い

す
　
我
の
懐お

も

い
　
自
ら
伊こ

の
阻そ

を
詒の

こ

せ
り

〔
雄
の
雉
が
飛
び
立
っ
て
　
ば
た
ば
た
と
そ
の
羽
を
う
ち
鳴
ら
す
　

わ
が
懐
い
わ
ず
ら
う
思
い
　
自
ら
悩
み
を
残
す
〕

　
高
田
は
「
妻
が
そ
の
夫
の
行
役
に
従
っ
て
外
に
あ
る
者
を
思
う
の
情

を
述
べ
る
。
雄
雉
が
飛
び
立
っ
て
、
ば
た
ば
た
と
そ
の
羽
根
を
鳴
ら
す

こ
と
を
以
て
、
夫
の
従
征
の
こ
と
に
喩
え
る
。（
中
略
）
そ
の
夫
の
遠

征
の
身
の
上
を
思
う
て
、
妻
は
憂
思
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
わ
れ

と
わ
が
身
に
こ
の
悩
み
を
遺お

く

る
も
の
で
あ
る
。
阻
は
難な

や

み
、
憂
え
で
あ

り
、
ま
た
阻
隔
の
意
を
併
せ
含
ん
で
、
遠
く
離
れ
た
夫
の
身
の
上
を
思

う
情
と
も
な
る
。」
と
解
説
し
て
い
る26

。
以
下
、
第
二
章
に
も
、

　
　
展

ま
こ
と

な
り
　
君
子
　
実
に
我
が
心
を
労
す

〔
ま
こ
と
や
　
そ
な
た
の
た
め
に
　
ほ
ん
に
わ
た
し
の
心
を
苦
し

め
る
〕

第
三
章
に
も
、

　
　
道
の
云こ

こ

に
遠
き
　
曷い

つ

か
云
に
能よ

く
来
た
ら
ん

〔
遠
く
隔
た
っ
た
道
の
か
な
た
に
お
る
わ
が
夫
は
　
い
つ
に
な
っ
た

ら
帰
り
来
ま
す
で
あ
ろ
う
か
〕

と
夫
の
無
事
の
帰
還
を
切
望
す
る
句
が
並
び
、
第
四
章
（
終
章
）
は
、

百ひ
ゃ

爾く
じ

の
君
子
　
徳
行
を
知
ら
ざ
ら
ん
や
　
忮

そ
こ
な

わ
ず
求
め
ず
ん
ば
何

を
用も

っ

て
か
臧よ

か
ら
ざ
ら
ん

〔
も
ろ
も
ろ
の
方か

た

方が
た

は
　
み
な
徳
行
の
よ
い
こ
と
を
辨

わ
き
ま

え
て
お
ら
れ

よ
う
　
人
を
傷

そ
こ
な

わ
ず
貪

む
さ
ぼ

り
求
め
る
心
が
な
け
れ
ば
　
な
ん
で
よ
く

な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
〕

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
第
四
章
に
つ
い
て
、
高
田
は
「
表
面
は
諸
君
子

に
徳
行
を
勧
め
る
言
葉
で
あ
る
が
、
内
実
は
わ
が
夫
を
勉
め
し
め
る
意

味
で
あ
っ
て
、
夫
が
無
事
に
大
役
を
済
ま
せ
て
、
患
に
か
か
る
こ
と
も

な
く
、
早
く
帰
っ
て
来
る
こ
と
を
切
望
し
た
妻
の
深
切
な
念
い
を
述
べ
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た
の
で
あ
る
。」
と
解
説
し
て
い
る27

。
つ
ま
り
、
夫
も
他
の
将
兵
も
戦

場
で
徳
に
か
な
っ
た
立
派
な
働
き
を
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
き
っ

と
何
事
も
な
く
無
事
に
帰
っ
て
き
て
く
れ
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
願
い
を

込
め
た
詩
な
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
衛
風
に
つ
い
て
。
衛
風
も
邶
風
と
同
じ
く
衰
勢
に
向
か
う
春

秋
時
代
の
衛
の
詩
を
集
め
た
も
の
と
さ
れ
る
。
ま
ず
、「
伯は

く

兮け
い

」
の
首

章
に
つ
い
て
。

伯
や
朅け
つ

な
り
　
邦く

に

の
傑
な
り
　
伯
や
殳し

ゅ

を
執と

り
　
王
の
為
め
に
前

駆
す

〔
わ
が
夫
は
武
勇
の
す
ぐ
れ
た
方
　
一
国
中
で
の
英
材
　
夫
は
出
征

し
て
殳ほ

こ

を
執
り
　
君
の
車
の
前
駆
と
な
っ
て
居
ら
れ
る
〕

　
高
田
は
「
出
陣
し
て
い
る
夫
を
懐お

も

う
妻
の
心
情
で
あ
る
。」
と
解
説

し
て
い
る28

。
続
く
第
二
章
は
次
の
と
お
り
。

伯
の
東
し
て
自よ

り
　
首

こ
う
べ

飛ひ

蓬ほ
う

の
如
し
　
豈あ

に
膏こ

う

沐も
く

無
か
ら
ん
や
　

誰
を
か
適
と
し
て
容
を
為
さ
ん

〔
夫
が
東
に
出
陣
し
て
か
ら
　
わ
た
し
の
頭
は
蓬

よ
も
ぎ

の
乱
れ
髪
　
髪
を

洗
っ
て
油
も
つ
け
ら
れ
よ
う
が
　
誰
に
見
せ
よ
う
と
化
粧
を
し
よ

う
〕

　
高
田
は
「
夫
が
出
陣
し
て
か
ら
は
、
妻
は
髪
の
毛
の
手
入
れ
も
怠
り

勝
ち
で
、
頭
の
毛
も
梳

く
し
け

ず
ら
ず
、
根
を
離
れ
て
飛
び
散
ず
る
蓬
の
草
の

よ
う
に
乱
れ
て
し
ま
っ
た
。」
と
解
説
し
て
い
る29

。
君
主
の
前
駆
と
い

う
誇
ら
し
い
職
責
を
夫
が
果
た
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
夫
の
身
の
上
を

案
ず
る
妻
に
と
っ
て
は
何
の
意
味
も
な
く
、
髪
の
手
入
れ
も
化
粧
も
忘

れ
た
だ
た
だ
夫
の
無
事
を
祈
る
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。続
い
て
第
三
章
。

其
れ
雨
ふ
ら
ん
其
れ
雨
ふ
ら
ん
　
杲こ

う

杲こ
う

と
し
て
出い

づ
る
日
あ
り
　

願お
も

う
て
言こ

こ

に
伯
を
思
い
　
心
に
甘
ん
じ
て
首
疾
す

〔
雨
が
降
る
だ
ろ
う
と
思
っ
た
の
に
　
案
に
相
違
の
明
る
い
日
ざ
し

夫
の
帰
り
を
待
ち
わ
び
て
　
頭
痛
の
す
る
ほ
ど
恋
し
さ
で
い
っ
ぱ

い
〕

　
高
田
は
「
雨
よ
降
れ
触
れ
と
予
期
し
て
い
た
の
に
、
そ
れ
に
反
し
て

明
る
い
太
陽
が
出
て
空
は
晴
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
を
以
て
、
夫

の
早
く
帰
っ
て
来
る
こ
と
を
冀ね

ご

う
て
待
ち
わ
び
て
い
る
の
に
、
夫
は
な

か
な
か
帰
っ
て
来
な
い
こ
と
に
喩
え
た
の
で
あ
る
。」
と
解
説
し
て
い

る30

。
続
い
て
第
四
章
（
終
章
）。

焉い
づ
く
んぞ

諼け
ん

草そ
う

を
得
て
　
言こ

こ

に
之
を
背は

い

に
樹う

え
ん
　
願お

も

う
て
言こ

こ

に
伯

を
思
い
　
我
が
心
を
し
て
痗や

ま
し
む

〔
忘
れ
草
で
も
探
し
て
　
奥
の
庭
に
植
え
て
憂
い
を
忘
れ
た
い
　
い

つ
も
夫
を
恋
し
く
思
っ
て
　
心
が
痛
む
ば
か
り
〕

　
高
田
の
解
説
は
「
妻
の
心
は
、
い
つ
も
夫
を
は
げ
し
く
恋
い
慕
っ
て

い
る
の
で
、
そ
の
た
め
に
心
が
痛
む
の
で
あ
る
。
胸
が
痛
む
ほ
ど
、
夫

の
帰
り
を
待
ち
わ
び
て
い
る
。」
と
し
て
い
る31

。
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う

に
解
釈
す
る
の
が
素
直
な
読
み
方
だ
ろ
う
が
、
し
つ
こ
い
ま
で
に
繰
り

返
さ
れ
る
妻
の
夫
へ
の
愛
情
の
弁
は
、
そ
の
背
後
に
恋
し
い
夫
を
こ
の

よ
う
に
長
く
出
征
さ
せ
る
国
家
権
力
へ
の
怨
嗟
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
国

家
に
強
い
る
戦
争
そ
の
も
の
へ
の
怨
嗟
が
見
え
隠
れ
す
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
王
風
の
詩
に
つ
い
て
。
王
風
は
東
遷
（
前
七
七
〇
年
）
以
後
の



13

中国古代儒家文献に見る反戦思想 ⑵

周
王
朝
の
王
城
（
洛
陽
）
畿
内
の
詩
を
集
め
た
も
の
と
さ
れ
る
が
、
こ

こ
で
も
軍
役
に
苦
し
む
人
々
の
声
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
は「
君
子
于
役
」

か
ら
。君

子
役え

き

に
于ゆ

く
　
其
の
期
を
知
ら
ず
　
曷い

つ

か
其
れ
至
ら
ん
や
　
鶏

は
塒

ね
ぐ
ら

に
棲
む
　
日
の
夕

ゆ
う
べ

　
羊
牛
下
り
来
る
　
君
子
役
に
于
く
　
之

を
如い

何か
ん

ぞ
思
う
勿な

か
ら
ん
や

〔
脊せ

の
君
は
い
く
さ
に
駆
り
出
さ
れ
て
　
帰
ら
れ
る
時
期
も
分
か
ら

ぬ
　
い
つ
帰
っ
て
来
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
　
鶏
は
安
ら
か
に
塒
に

棲
む
　
日
も
暮
れ
て
　
羊
や
牛
は
山
や
岡
を
降
り
て
帰
っ
て
来
る

　
脊
の
君
は
お
役
目
の
仕
事
で
出
ら
れ
て
し
ま
っ
た
　
こ
れ
を
ど

う
し
て
心
配
せ
ず
に
居
ら
れ
よ
う
〕

　
解
説
の
必
要
も
な
い
率
直
な
首
章
で
あ
る
。続
く
第
二
章（
終
章
）も
、

君
子
役
に
于
く
　
日
あ
ら
ず
月
あ
ら
ず
　
曷
か
其
れ
佸あ

う
こ
と
有

ら
ん
　
鶏
は
桀け

つ

に
棲
む
　
日
の
夕
　
羊
牛
下
り
括い

た

る
　
君
子
役
に

于
く
　
苟

い
や
し
くも

飢
渇
す
る
こ
と
無
か
れ

〔
脊
の
君
は
い
く
さ
に
駆
り
出
さ
れ
て
　
帰
る
日
も
月
も
分
か
ら
ぬ

　
ま
た
逢
う
日
は
い
つ
で
あ
ろ
う
　
鶏
は
安
ら
か
に
桀と

や

に
棲
む
　

日
も
暮
れ
て
　
羊
や
牛
は
山
や
岡
を
降
り
て
帰
っ
て
来
る
　
脊
の

君
は
お
役
目
の
仕
事
に
出
ら
れ
て
し
ま
っ
た
が
　
ど
う
か
ひ
も
じ

い
思
い
を
な
さ
れ
ま
せ
ぬ
よ
う
に
〕

と
戦
地
に
い
る
夫
を
案
ず
る
妻
の
気
持
ち
を
こ
れ
以
上
な
い
ほ
ど
率
直

に
う
た
っ
た
詩
で
あ
る
。

　
次
に
「
揚
之
水
」
に
つ
い
て
。
こ
れ
は
戦
地
に
あ
る
男
が
故
郷
を
懐

か
し
ん
で
詠
ん
だ
詩
で
あ
る
。
首
章
は
、

揚あ
が

れ
る
の
水
　
束そ

く

薪し
ん

を
流
さ
ず
　
彼か

の
其そ

の
之こ

の
子
　
我わ

れ

と
申し

ん

を

を
戍ま

も

ら
ず
　
懐お

も

う
哉か

な

　
懐
う
哉
　
曷い

つ

の
月
か
　
予わ

れ

　
還
帰
せ
ん
や

〔
は
げ
し
く
揚
る
水
の
流
れ
が
浅
く
て
　
束
ね
た
薪

た
き
ぎ

を
も
流
せ
ぬ
　

あ
の
他よ

所そ

の
人
た
ち
は
　
私
と
一
緒
に
申
の
国
を
守
り
に
来
て
く

れ
ぬ
　
な
つ
か
し
い
故
郷
よ
　
い
つ
に
な
っ
た
ら
帰
れ
る
こ
と
だ

ろ
う
〕

と
な
っ
て
い
る
。
申
と
は
当
時
あ
っ
た
国
の
名
で
、
東
遷
時
の
周
王
・

平
王
の
外
戚
の
国
。
高
田
は
「
今
は
王
朝
の
勢
威
が
衰
え
て
、
諸
侯
の

兵
を
徴
集
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
わ
れ
ら
と
共
に
申
の
国
を
守
る
こ
と

を
せ
ず
、
他
国
の
人
た
ち
は
、
援た

す

け
に
来
る
者
も
な
い
。
わ
れ
ら
も
早

く
こ
こ
を
引
き
挙
げ
て
、
郷
里
に
帰
り
た
い
と
思
う
。
思
う
か
な
思
う

か
な
。
い
つ
に
な
っ
た
ら
遠
戍
を
や
め
て
帰
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。」

と
解
説
し
て
い
る32

。
以
下
、
第
二
章
で
は
「
我
と
甫
を
戍
ら
ず
」、
第

三
章
（
終
章
）
で
は
「
我
と
許
を
戍
ら
ず
」
と
し
、
同
様
に
軍
役
を
終

え
て
故
郷
に
帰
れ
る
日
を
待
ち
焦
が
れ
る
前
線
の
兵
士
の
憂
心
を
う

た
っ
て
い
る
。
申
・
甫
・
許
は
い
ず
れ
も
当
時
中
原
に
あ
っ
た
小
国
で
、

南
方
の
強
国
・
楚
の
侵
略
を
受
け
た
の
で
、
周
の
平
王
が
諸
侯
の
兵
を

徴
集
し
守
ら
せ
た
史
実
を
反
映
し
て
い
る
詩
と
さ
れ
る33

。

　
次
に
、
魏
風
の
「
陟

ち
ょ
く

岵こ

」
に
つ
い
て
。
首
章
は
以
下
の
と
お
り
。

彼か

の
岵こ

に
陟の

ぼ

り
て
　
父
を
瞻せ

ん

望ぼ
う

す
　
父
は
曰い

わ
ん
　
嗟あ

あ

　
予
が
子

　
役
に
行
き
て
夙

し
ゅ
く

夜や

已や

む
こ
と
無
け
ん
　
上

こ
い
ね
がわ

く
は
旃こ

れ

を
慎
し
め

や
　
猶な

お
来き

た

れ
　
止

と
ど
ま
るる

こ
と
無
か
れ
と
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〔
あ
の
岩
山
の
高
い
処
に
の
ぼ
っ
て
　
は
る
か
に
父
の
か
た
を
な
が

め
る
　
父
は
言
っ
て
お
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
　
あ
わ
れ
我
が
子
よ
　

軍
役
に
行
く
か
ら
に
は
　
明
け
暮
れ
奉
公
せ
よ
　
ど
う
か
大
事
に

し
て
　
無
事
に
帰
っ
て
お
く
れ
　
よ
く
い
つ
ま
で
も
止
ま
っ
て
帰

ら
ぬ
こ
と
の
な
い
よ
う
に
と
〕

　
以
下
、
第
二
章
で
は
「
屺
（
岩
山
）
に
陟
り
て
」
母
を
、
第
三
章
で

は
「
岡
に
陟
り
て
」
兄
を
「
瞻
望
」
し
て
お
り
、
戦
地
で
父
母
兄
弟
が

自
分
を
案
じ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
に
思
い
を
は
せ
る
兵
士
の
心
情
を

表
し
て
い
る
。

　
続
い
て
、
唐
風
の
「
鴇ほ

う

羽う

」
に
つ
い
て
。
こ
こ
で
も
戦
地
の
息
子
が

故
郷
の
父
母
を
案
ず
る
心
情
が
見
え
る
。

粛し
ゅ
く

粛し
ゅ
くた

る
鴇
羽
　
苞ほ

う

栩く

に
集

と
ど
ま

る
王
事
　
盬
き
こ
と
靡な

し
　
稷

し
ょ
く

黍し
ょ

を
蓺う

う
る
能あ

た

わ
ず
　
父
母
何
を
か
怙た

の

ま
ん
　
悠
悠
た
る
蒼
天
　
曷い

つ

か
其
れ
所
有
ら
ん

〔
は
げ
し
く
飛
ぶ
野
雁
は
　
む
ら
が
り
茂
る
栩
に
止
ま
る
　
王
の
い

く
さ
は
き
び
し
く
て
　
植
え
つ
け
の
仕
事
も
で
き
か
ね
る
　
父
母

は
誰
を
頼
り
に
生
き
よ
う
ぞ
　
あ
あ
　
は
る
か
な
る
蒼
空
よ
　
い

つ
に
な
っ
た
ら
落
ち
つ
く
日
も
あ
ろ
う
か
〕

　
高
田
は
「
野
雁
は
、
水
辺
に
棲
む
も
の
で
あ
る
が
、
今
は
、
そ
の
所

を
得
な
い
で
、
栩
の
林
に
止
ま
っ
て
居
り
、
且
つ
後
趾
も
な
い
の
で
、

こ
れ
を
以
て
、
わ
れ
の
所
を
得
な
い
こ
と
を
比
し
た
の
で
あ
る
。
王
の

た
め
の
仕
事
は
、
き
び
し
く
て
、
疎
略
に
は
で
き
ぬ
か
ら
、
戦
さ
に
出

て
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
田
畑
を
耕
し
て
五
穀
を
植
え
つ

け
る
こ
と
も
で
き
ぬ
。
父
母
は
誰
を
頼
み
に
し
て
生
活
の
道
を
講
じ
よ

う
や
。
あ
あ
、
は
る
か
な
る
蒼
空
よ
。
い
つ
に
な
っ
た
ら
軍
役
を
免
れ

て
、
わ
が
所
を
得
て
、
郷
里
に
帰
っ
て
父
母
を
養
う
こ
と
が
で
き
よ
う

ぞ
。」
と
解
説
し
て
い
る34

。
以
下
、
第
二
章
で
は
「
父
母
何
を
か
食
わ

ん
…
…
曷
か
其
れ
極
有
ら
ん
」（
父
母
は
何
を
食
べ
て
生
き
よ
う
ぞ

…
…
い
つ
に
な
っ
た
ら
い
く
さ
が
止
も
う
）、
第
三
章
で
は
「
父
母
何

を
か
嘗
め
ん
…
…
曷
か
其
れ
常
有
ら
ん
」（
父
母
は
何
を
食
べ
て
生
き

よ
う
ぞ
…
…
い
つ
に
な
っ
た
ら
平
安
の
世
に
な
ろ
う
）と
詠
ん
で
い
る
。

儒
家
が
特
に
重
ん
ず
る
親
へ
の
「
孝
」
が
十
分
果
た
せ
る
よ
う
な
平
和

は
い
つ
に
な
っ
た
ら
や
っ
て
く
る
の
か
、
と
訴
え
て
い
る
詩
で
あ
り
、

反
戦
的
主
張
が
や
や
色
濃
く
表
出
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　
同
じ
く
唐
風
に
あ
る
「
葛
生
」
は
、
戦
死
し
た
夫
を
思
慕
す
る
未
亡

人
の
詩
と
さ
れ
て
い
る
。

葛か
つ

　
生
じ
て
楚
に
蒙お

お

い
　
蘞れ

ん

　
野
に
蔓

は
び
こ

る
　
予よ

が
美
　
此こ

こ

に
亡な

し

　
誰
と
与と

も

に
か
独
り
処お

ら
ん

〔
葛く

ず

の
つ
る
は
生
え
延
び
て
棘

い
ば
ら

の
木
に
か
ら
ま
り
　

蘞

か
ら
す
し
ゃ
く
しの

つ
る

は
野
に
は
び
こ
る
　
わ
が
良
き
人
は
こ
こ
に
は
見
え
ぬ
　
誰
と
共

に
独
り
い
よ
う
〕

　
以
上
が
首
章
で
あ
る
が
、第
二
章
で
は
「
誰
と
与
に
か
独
り
息や

す

ま
ん
」

（
誰
と
共
に
安
ら
ぎ
居
よ
う
）、
第
三
章
で
は
「
誰
と
与
に
か
独
り
旦あ

か

さ

ん
」（
誰
と
共
に
独
り
世
を
明
か
そ
う
）
と
詠
い
、
第
四
章
で
「
百
歳

の
後
　
其
の
居
に
帰
せ
ん
」（
百
歳
の
後
に
こ
そ
　
共
に
君
の
塚
に
入

ろ
う
）、
第
五
章
（
終
章
）
で
「
百
歳
の
後
　
其
の
室
に
帰
せ
ん
」（
百
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歳
の
後
に
こ
そ
　
共
に
君
の
墓
穴
に
入
ろ
う
）
と
詠
っ
て
い
る
。「
予

が
美
」
が
「
戦
死
し
た
夫
」
で
あ
る
明
証
は
な
い
が
、
過
去
の
注
釈
は

す
べ
て
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る35

。

　
次
に
、
秦
風
の
詩
か
ら
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
後
に
軍
事
大
国
に
成

長
し
、
そ
の
圧
倒
的
な
武
力
で
史
上
初
め
て
中
国
を
統
一
し
、
皇
帝
号

を
称
し
始
め
る
秦
で
あ
る
。
そ
の
秦
に
お
け
る
詩
に
も
、
出
征
し
た
夫

の
身
を
案
ず
る
妻
の
詩
「
小
戎
」
が
見
ら
れ
る
。

小し
ょ
う

戎じ
ゅ
う　
せ
ん

収し
ゅ
う　

梁
り
ょ
う

輈し
ゅ
うを

五ご

ぼ
く

す
　
游ゆ

う

環か
ん

　
脅

き
ょ
う

駆く

　
陰い

ん

靷い
ん

　
鋈よ

く

続
し
ょ
く

　
文ぶ

ん

茵い
ん

　
暢

ち
ょ
う

轂こ
く

　
我
が
騏き

馵し
ゅ

に
駕が

す
　
言こ

こ

に
君
子
を
念お

も

う
　
温
と

し
て
其
れ
玉
の
如
し
　
其
の
板は

ん

屋お
く

に
在あ

り
て
　
我
が
心
曲
を
乱
る

〔
兵
車
の
軫

よ
こ
ぎ

は
浅
く
　
輈

な
が
え

は
五
つ
巻
き
　
馬
の
背
の
環わ

に
馬
の
脅わ

き

紐ひ
も

　
陰

ま
え
い
た　

靷
ひ
き
が
わ

　

白し
ろ

金が
ね

に
結
ぶ
　
虎
の
茵

し
と
ね

に
長
い
轂

こ
し
き

　
青あ

お

黒ぐ
ろ

馬う
ま

に
足あ

し

白じ
ろ

馬う
ま

　
な
つ
か
し
の
わ
が
夫
　
玉
の
よ
う
な
あ
の
方
が
板い

た

屋や

に
棲
ま

れ
る
の
が
心
を
乱
す
〕

　
出
征
の
兵
車
の
立
派
さ
を
詠
っ
た
上
三
句
に
対
し
、
下
二
句
は
一
転

し
て
出
征
先
の
夫
の
苦
労
を
案
ず
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
以
下
、
第

二
章
・
第
三
章
（
終
章
）
も
上
三
句
が
戦
車
や
馬
の
威
容
を
た
た
え
、

下
二
句
が
夫
の
身
を
案
じ
生
還
を
願
う
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
以
下
に

第
二
章
・
第
三
章
の
下
二
句
の
み
挙
げ
る
。

言
に
君
子
を
念
う
　
温
と
し
て
其
れ
邑
に
在
り
　
方ま

さ

に
何い

つ

を
か
期

と
為
さ
ん
　
胡な

ん

ぞ
然し

か

く
我
　
之こ

れ

を
念
う
や

〔
い
と
し
夫
を
思
え
ば
　
田
舎
の
邑さ

と

に
居
ら
れ
る
　
い
つ
に
な
っ
た

ら
帰
ら
れ
よ
う
　
思
い
は
絶
え
ぬ
わ
が
胸
の
内
〕

言
に
君
子
を
念
う
　
載

す
な
わ

ち
寝い

ね
載
ち
興お

く
　
厭え

ん

厭え
ん

た
る
良
人
　
秩ち

つ

秩ち
つ

た
る
徳と

く

音い
ん

〔
い
と
し
い
夫
が
　
寝
て
も
興
き
て
も
し
の
ば
れ
る
　
や
さ
し
い
夫

よ
　
良
き
人
柄
が
し
の
ば
れ
る
〕

　
も
う
一
首
、「
晨し

ん

風ぷ
う

」
も
見
て
お
こ
う
。
第
一
章
は
、

い
つ

た
る
彼か

の
晨
風
　
鬱う

つ

た
る
彼
の
北
林
　
未
だ
君
子
を
見
ざ
れ
ば

　
憂
心
欽き

ん

欽き
ん

た
り
　
如い

何か
ん

ん
如
何
ん
　
我
を
忘
る
る
実じ

つ

に
多
き

〔
は
げ
し
く
朝
風
が
吹
い
て
　
茂
る
林
に
秋
が
深
い
　
久
し
く
夫
に

逢
え
な
く
て
　
心
配
が
深
ま
る
ば
か
り
　
ど
う
し
て
　
ど
う
し
て

　
わ
た
し
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
〕

　
以
下
、
第
二
章
・
第
三
章
（
終
章
）
も
同
様
に
久
し
く
出
征
し
て
便

り
も
な
い
夫
の
身
を
案
ず
る
内
容
が
続
く
。

　
以
上
、『
詩
経
』
国
風
諸
篇
に
見
え
る
出
征
兵
士
と
そ
の
家
族
が
詠

ん
だ
厭
戦
的
な
詩
を
挙
げ
て
き
た
。
引
き
続
き
、
小
雅
・
大
雅
・
頌
に

見
え
る
同
様
の
詩
も
確
認
し
て
い
く36

。

　
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
小
雅
「
采さ

い

薇び

」
で
あ
る
。
全
六
章
か
ら
な
る

長
い
詩
で
あ
る
が
、
首
章
・
第
二
章
・
第
三
章
は
厭
戦
的
、
第
四
章
・

第
五
章
は
尚
武
的
、
終
章
は
再
び
厭
戦
的
言
辞
が
並
ぶ
。

薇び

を
采と

り
薇
を
采
る
　
薇
も
亦ま

た

作お

う
　
帰
ら
ん
と
曰い

い
帰
ら
ん
と

曰
う
　
歳
も
亦
莫く

れ
ぬ
　
室し

つ

靡な

く
家
靡
き
は
　
玁け

ん

狁い
ん

の
故ゆ

え

な
り
　

啓け
い

居き
ょ

す
る
に
遑

い
と
ま

あ
ら
ざ
る
は
　
玁
狁
の
故
な
り

〔
ぜ
ん
ま
い
を
あ
ち
ら
こ
ち
ら
と
取
り
す
す
む
　
春
に
な
っ
て
ぜ
ん

ま
い
が
生
え
て
い
る
の
で
あ
る
　
帰
り
た
い
帰
り
た
い
と
言
い
な
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が
ら
　
い
つ
か
歳
も
暮
れ
よ
う
と
し
て
い
る
　
夫
が
出
征
し
妻
が

家
を
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
　
玁
狁
が
乱
を
な
し
て
い
る
か
ら

だ
　
士
卒
が
安
ら
か
に
す
る
暇
も
な
い
の
は
　
玁
狁
が
乱
を
な
し

て
い
る
か
ら
だ
〕

　
以
上
の
第
一
首
で
は
、
こ
れ
ま
で
触
れ
て
き
た
詩
と
同
様
に
出
征
に

よ
る
夫
婦
の
別
居
を
嘆
く
と
と
も
に
、
そ
れ
を
強
い
る
原
因
と
し
て
玁

狁
（
北
方
異
民
族
の
一
種37

）
の
侵
攻
を
挙
げ
て
い
る
。
続
く
第
二
章
は
、

薇
を
采
り
薇
を
采
る
　
薇
も
亦
柔じ

ゅ
うな

り
　
帰
ら
ん
と
曰
い
帰
ら
ん

と
曰
う
　
心
も
亦
憂
う
　
憂
心
烈
烈
た
り
　
載

す
な
わ

ち
飢
え
載
ち
渇
く

　
我
が
戍

ま
も
り

未
だ
定
ら
ず
　
帰き

聘へ
い

せ
し
む
る
靡な

し

〔
ぜ
ん
ま
い
を
あ
ち
ら
こ
ち
ら
へ
行
っ
て
採
る
　
ぜ
ん
ま
い
も
ま
た

柔
ら
か
く
生
え
て
い
る
　
早
く
戍
役
を
終
え
て
帰
り
た
い
と
い
う

思
い
が
つ
の
り
　
心
の
憂
い
は
増
す
ば
か
り
　
つ
ら
い
心
は
燃
え

盛
る
よ
う
に
激
し
く
　
飢
え
渇
い
て
い
る
よ
う
だ
　
し
か
し
玁
狁

の
侵
攻
は
止
ま
ず
私
の
任
期
も
定
ま
ら
ず
　
帰
っ
て
家
族
の
安
否

を
問
う
こ
と
も
で
き
な
い
〕

さ
ら
に
第
三
章
は
、

薇
を
采
り
薇
を
采
る
　
薇
も
亦
剛こ

わ

し
　
帰
ら
ん
と
曰
い
帰
ら
ん
と

曰
う
　
歳
も
亦
陽
な
り
　
王
事
盬も
ろ

き
こ
と
無
し
　
啓け

い

処し
ょ

す
る
に
遑

い
と
ま

あ
ら
ず
　
憂
心
孔は

な
はだ

疚や

む
　
我
が
行こ

う

来か
え

ら
ず

〔
ぜ
ん
ま
い
を
あ
ち
こ
ち
に
行
っ
て
採
る
　
ぜ
ん
ま
い
も
も
う
固
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
　
帰
り
た
い
帰
り
た
い
と
い
う
う
ち
に
　
早
く

も
陰
暦
十
月
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
　
王
の
公
用
は
疎
略
に
で
き
ず

　
我
ら
は
安
ら
ぎ
居
る
暇
も
な
い
　
心
は
故
郷
を
思
い
憂
い
病
む

ば
か
り
　
無
事
に
帰
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
〕

と
望
郷
の
念
と
国
防
の
任
の
板
挟
み
に
な
り
、
さ
い
な
ま
れ
る
心
境
を

吐
露
し
て
い
る
。
し
か
し
、
次
の
第
四
章
は
、

彼か

の
爾じ

た
る
は
維こ

れ
何
ぞ
　
維
れ
常

じ
ょ
う

の
華は

な

　
彼
の
路ろ

は
斯こ

れ
何
ぞ

　
君
子
の
車

戎
じ
ょ
う

車し
ゃ

既
に
駕
し
　
四し

牡ぼ

業
業
た
り
　
豈あ

に

敢
て
定
居

せ
ん
や
　
一
月
に
三
捷し

ょ
うせ

ん

〔
あ
の
光
輝
く
も
の
は
な
に
か
　
こ
れ
ぞ
常に

わ

棣ざ
く
らの

花
で
あ
る
　
あ
の

大
き
な
戦
車
は
誰
の
も
の
か
　
将
帥
の
乗
る
車
で
あ
る
　
我
ら
の

乗
る
戦
車
に
も
馬
を
繋
ぎ
　
四
頭
の
牡
馬
が
躍
り
上
が
る
　
呑
気

に
落
ち
着
い
て
な
ど
い
ら
れ
る
か
　
月
に
三
度
勝
っ
て
戎

え
び
す

を
滅
ぼ

さ
ね
ば
な
ら
ぬ
〕

と
一
転
し
て
勇
ま
し
い
口
調
に
変
わ
り
、
第
五
章
も
、

彼
の
四
牡
に
駕
す
　
四
牡
騤き

騤き

た
り
　
君
子
の
依よ

る
所
　
小
人
の

腓し
た
がう

所
　
四
牡
翼よ

く

翼よ
く

た
り
　
象ぞ

う

弭び

魚ぎ
ょ

服ふ
く

　
豈あ

に

日ひ
び

に
戒

い
ま
し

め
ざ
ら
ん
や

　
玁
狁
孔は

な
はだ

棘
す
み
や
かな

り

〔
あ
の
将
帥
の
戦
車
に
四
頭
の
牡
馬
　
四
頭
と
も
勇
ま
し
い
限
り
　

ま
さ
に
将
帥
の
乗
る
戦
車
で
あ
り
　
歩
兵
が
随
う
戦
車
で
あ
る
　

四
頭
の
牡
馬
は
整
然
と
揃
い
　
将
帥
は
象
牙
飾
り
の
弓
と
魚
皮
張

り
の
箙

え
び
ら

を
着
け
て
い
る
　
我
ら
兵
卒
も
日
々
心
し
て
敵
に
当
た
ら

ね
ば
　
玁
狁
の
侵
攻
は
素
早
い
ぞ
〕

と
戦
意
を
か
き
た
て
る
よ
う
な
口
調
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
第
六

章
（
終
章
）
で
は
、
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昔
我わ

れ

往ゆ

き
し
と
き
　
楊よ

う

柳
り
ゅ
う

依い

依い

た
り
き
　
今
我
来き

た

る
　
雪
雨ふ

る

こ
と
霏ひ

霏ひ

た
り
　
道
を
行
く
こ
と
遅ち

遅ち

た
り
　
載

す
な
わ

ち
渇か

つ

し
載
ち
飢き

す
　
我
が
心
傷

し
ょ
う

悲ひ

す
　
我
が
哀あ

い

を
知
る
莫な

し

〔
昔
我
ら
が
出
征
し
た
時
は
　
楊
柳
が
枝
を
な
び
か
す
春
だ
っ
た
が

　
今
我
ら
が
征
役
を
終
え
帰
る
時
は
　
雪
が
乱
れ
降
る
冬
で
あ
る

　
心
は
故
郷
へ
と
は
や
る
が
行
軍
は
遅
々
と
し
て
進
ま
ず
　
渇
き

に
苦
し
み
飢
え
に
苦
し
む
　
我
ら
士
卒
の
心
は
故
郷
を
思
い
悲
し

み
に
暮
れ
る
が
　
こ
の
悲
し
み
を
誰
が
察
し
て
く
れ
よ
う
か
〕

と
再
び
遠
征
の
苦
し
み
を
訴
え
て
い
る
。

　「
采
薇
」
に
続
く
「
出す

い

車し
ゃ

」
も
同
様
に
玁
狁
や
西
戎
と
い
う
異
民
族

を
撃
っ
た
戦
い
を
詠
っ
た
詩
で
あ
る
が
、
将
軍
南
仲
の
戦
勝
を
称
え
る

勇
ま
し
い
口
調
が
目
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
、そ
ん
な
詩
に
あ
っ
て
も
、

　
　
豈あ

に

帰き

を
懐お

も

わ
ざ
ら
ん
や
　
此こ

の
簡
書
を
畏お

そ

る

〔
故
郷
に
早
く
帰
り
た
い
と
思
わ
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
　
し
か
し

天
子
の
出
陣
命
令
書
を
畏
れ
奉
じ
て
奉
公
す
る
の
で
あ
る
〕（
第

四
章
第
四
句
）

と
望
郷
の
念
に
か
ら
れ
る
兵
士
の
心
情
が
挟
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
続
く
「
杕て

い

杜と

」
も
出
征
に
関
す
る
詩
で
あ
る
が
、
夫
の
無
事
帰
還
を

ほ
の
め
か
す
展
開
に
な
っ
て
い
る
。
第
一
章
は
、

杕て
い

た
る
の
杜と

有
り
　
睆か

ん

た
る
其
の
実
有
り
　
王
事
盬も

ろ

き
こ
と
靡な

し

　
我
が
日
を
継
嗣
す
　
日
月
陽
な
り
　
女
心
傷い

た

む
　
征
夫
遑い

と
まあ

ら

ん
〔
秋
に
な
っ
て
杜

あ
か
な
しに

実
が
な
り
　
紅
く
熟
し
て
鈴
な
り
に
な
っ
て
い

る
　
出
征
は
お
ろ
そ
か
に
は
で
き
ぬ
の
で
　
日
々
懸
命
に
務
め
を

果
た
し
て
き
た
　
も
う
歳
の
暮
れ
の
十
月
だ
が
軍
役
は
終
わ
ら
ず

　
妻
の
心
は
夫
を
待
ち
わ
び
傷
み
悲
し
む
　
夫
も
そ
ろ
そ
ろ
暇
を

も
ら
い
戻
っ
て
こ
な
い
だ
ろ
う
か
〕

と
あ
り
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
詩
と
大
差
な
い
内
容
だ
が
、
第
二
章
以

下
第
四
章
（
終
章
）
ま
で
の
末
の
三
句
が
、

　
　
卉き

木ぼ
く

萋せ
い

た
り
　
女
心
悲
し
む
　
征
夫
帰
ら
ん

〔（
春
に
な
っ
て
し
ま
い
）
草
木
も
繁
り
　
妻
の
心
は
悲
し
む
　
夫

よ
帰
っ
て
き
て
お
く
れ
と
〕 

（
以
上
第
二
章
末
三
句
）

檀た
ん

車し
ゃ
せ
ん
せ
ん

た
り
　
四
牡
痯か

ん

痯か
ん

た
り
　
征
夫
遠
か
ら
じ

〔
荷
車
は
破
れ
壊
れ
　
車
を
引
く
四
頭
の
馬
も
疲
れ
切
っ
て
い
る
が

夫
の
帰
郷
も
も
は
や
遠
く
は
な
い
〕 

（
以
上
第
三
章
末
三
句
）

卜ぼ
く

筮ぜ
い

偕と
も

に
す
　
会か

い

言げ
ん

近
し
　
征
夫
邇ち

か

か
ら
ん

〔
占
っ
て
み
る
と
亀
卜
も
占
筮
も
　「
生
還
は
近
い
」
と
声
そ
ろ
う

夫
の
帰
り
は
も
う
す
ぐ
だ
〕 

（
以
上
第
四
章
末
三
句
）

と
連
な
り
、
家
人
の
出
征
を
詠
っ
た
詩
で
は
珍
し
く
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド

で
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
「
杕て

い

杜と

」
に
つ
い
て
高
田
真
治
は
、

此
の
杕
杜
篇
は
、
主
と
し
て
出
役
の
士
卒
の
労
苦
を
偲
び
、
家
郷
の

人
達
が
、
そ
の
帰
還
を
待
ち
望
む
情
を
述
べ
て
い
る
。
出
役
の
将
士

が
、
そ
の
家
郷
を
念
う
の
は
、
采
薇
以
下
の
諸
篇
に
見
ゆ
る
如
く
、

当
然
の
人
情
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
私
情
に
の
み
お
ぼ
れ
ず
、
王
事

を
勉
め
て
止
ま
な
い
の
は
、
公
私
の
別
で
あ
る
。
此
の
詩
に
家
郷
の

妻
が
夫
の
早
く
帰
還
す
る
こ
と
を
待
ち
わ
び
る
綿
々
た
る
情
は
、
人
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情
と
し
て
自
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
も
王
事
を
励
ん
で
、
こ
れ

を
お
ろ
そ
か
に
し
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
を
思
う
の
は
、
公
私
の
別
を
わ

き
ま
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
征
夫
の
労
苦
を
思
う
て
、
傷
悲
す
る

け
れ
ど
も
、
怨
嗟
の
調
の
見
ら
れ
な
い
の
は
、
変
風
に
見
ゆ
る
も
の

と
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
正
雅
た
る
所
以
で
あ
ろ
う
。
且
つ
采
薇
・

杕
杜
の
二
篇
は
、
共
に
征
夫
の
帰
還
を
労
う
詩
で
あ
る
が
、
采
薇
篇

は
征
夫
の
労
苦
を
主
と
し
て
述
べ
、
杕
杜
篇
は
、
家
郷
の
人
の
征
夫

を
念
う
の
情
を
主
と
し
て
述
べ
て
あ
り
、
両
者
相
待
っ
て
、
将
士
を

労
う
の
詩
の
正
を
見
る
べ
き
で
あ
る
。

と
解
説
し
て
い
る38

。
い
か
に
も
正
統
的
な
儒
教
解
釈
、『
詩
経
』
解
釈

と
言
え
る
。
家
族
の
情
愛
に
も
理
解
を
示
し
な
が
ら
、
し
か
し
国
家
の

大
事
（
戦
争
）
に
献
身
す
る
庶
民
を
積
極
的
に
顕
彰
す
る
こ
と
で
、
支

配
さ
れ
る
側
へ
の
思
い
や
り
を
忘
れ
な
い
為
政
者
と
、
家
族
を
思
い
つ

つ
為
政
者
へ
の
忠
を
全
う
す
る
庶
民
と
で
成
り
立
つ
国
家
を
建
設
し
維

持
す
る
、
そ
れ
こ
そ
が
儒
家
が
目
指
し
た
理
想
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
何
度
も
言
う
が
、『
塩
鉄
論
』
の
賢
良
・
文
学
の
弁
に
見

え
る「
絶
対
平
和
主
義
」は
そ
れ
と
は
趣
が
違
う
。
違
い
の
焦
点
は
、「
国

家
（
為
政
者
）
が
行
う
戦
争
は
果
た
し
て
常
に
義
戦
な
の
か
」
と
い
う

疑
い
の
有
無
で
あ
ろ
う
。『
詩
経
』に
数
多
く
見
え
る
出
征
を
厭
う
詩
は
、

い
ず
れ
も
戦
争
そ
の
も
の
に
疑
い
を
挟
む
も
の
で
は
な
い
。
し
ょ
せ
ん

は
『
詩
経
』
も
漢
代
以
後
の
歴
代
王
朝
で
「
経
典
」
と
さ
れ
た
体
制
側

の
書
籍
で
あ
り
、
い
か
に
庶
民
の
厭
戦
感
情
に
理
解
を
示
そ
う
と
も
、

為
政
者
が
行
う
戦
争
そ
の
も
の
の
正
当
性
に
疑
い
を
挟
む
よ
う
な
詩
句

は
仮
に
あ
っ
た
と
し
て
も
周
到
に
排
除
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ

う
に
見
て
く
る
と
、
漢
の
存
亡
を
賭
け
た
戦
い
で
あ
っ
た
対
匈
奴
戦
争

の
正
当
性
に
真
っ
向
か
ら
異
議
を
唱
え
た
『
塩
鉄
論
』
の
特
異
性
に
、

あ
ら
た
め
て
注
目
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
『
詩
経
』
に
見
え
る
、
戦
場
の
兵
士
と
故
郷
の
家
族
が
思
い
あ

う
内
容
で
反
戦
的
・
厭
戦
的
詩
情
を
表
し
た
詩
は
計
一
六
首
に
の
ぼ
っ

た
。
し
か
し
、『
詩
経
』に
は
そ
れ
ら
と
は
毛
色
の
違
う
内
容
で
反
戦
的
・

厭
戦
的
な
感
情
が
表
れ
て
い
る
詩
も
あ
る
。
そ
れ
ら
の
詩
も
確
認
し
て

お
き
た
い
。

　
ま
ず
は
、
小
雅
の
「
祈き

父ほ

」
で
あ
る
。
そ
の
第
一
章
は
、

祈
父
　
予わ

れ

は
王
の
爪そ

う

牙が

　
胡な

ん

ぞ
予
を
恤

う
れ
い

に
転
じ
　
止し

居き
ょ

す
る
所
靡な

か
ら
し
む
る

〔
隊
長
ど
の
よ
　
我
は
王
の
近
衛
兵
　
な
ぜ
我
を
憂
い
の
多
い
征
役

に
転
出
さ
せ
　
安
ら
か
に
止
ま
り
居
ら
れ
な
い
よ
う
に
な
さ
る
の

か
〕

と
な
っ
て
い
る
。
王
の
近
衛
兵
と
い
う
戦
場
と
は
無
縁
な
持
場
か
ら
前

線
の
戦
場
に
送
ら
れ
る
こ
と
に
不
満
を
漏
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第

二
章
で
も
同
様
の
不
満
を
述
べ
た
挙
句
、第
三
章
（
終
章
）
の
末
句
で
、

　
　
母
の
饔よ

う

を
尸つ

ら

ぬ
る
有あ

ら
し
む
る

〔
老
い
た
母
に
煮
炊
き
の
苦
労
を
強
い
ら
し
め
る
の
か
〕

と
（
自
分
が
も
し
戦
死
し
た
ら
）
老
母
の
世
話
を
す
る
者
が
い
な
く
な

り
孝
を
尽
く
せ
な
く
な
る
、
と
い
か
に
も
取
っ
て
つ
け
た
よ
う
に
不
満

の
理
由
を
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
が
お
も
し
ろ
い
。
も
ち
ろ
ん
不
満
の
本
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音
は
孝
が
尽
く
せ
な
い
か
ら
で
は
な
く
、
命
が
惜
し
い
か
ら
で
あ
ろ
う

が
、
こ
う
し
た
人
間
臭
さ
も
垣
間
見
せ
て
く
れ
る
と
こ
ろ
が
『
詩
経
』

の
魅
力
で
あ
る
。

　
一
方
、
王
事
に
頻
繁
に
駆
り
出
さ
れ
る
自
身
の
壮
健
を
誇
り
な
が
ら

も
、
戦
場
に
行
か
ず
に
安
閑
と
し
て
い
る
人
臣
が
多
い
こ
と
に
不
満
を

述
べ
た
詩
も
あ
る
。「
溥ふ

天て
ん

の
下も

と

　
王
土
に
非あ

ら

ざ
る
莫な

く
　
率そ

つ

土ど

の
濱ひ

ん

王
臣
に
非
ざ
る
莫
し
」（
第
二
章
）
の
句
で
有
名
な
小
雅
「
北
山
」
で

あ
る
。
そ
の
第
三
章
は
、

四し

牡ぼ

彭ほ
う

彭ほ
う

た
り
　
王
事

ほ
う
ほ
う

た
り
　
我
が
未い

ま

だ
老
い
ざ
る
を
嘉よ

み

し

　
我
が
方ま

さ

に
将

さ
か
ん

な
る
を
鮮よ

み

す
　
旅り

ょ

力
り
ょ
く

方ま
さ

に
剛
と
し
て
　
四
方
を

経
営
せ
し
む

〔
四
頭
の
牡
馬
は
車
を
牽
い
て
駆
け
回
り
　
王
事
は
ひ
っ
き
り
な
し

　
私
が
ま
だ
老
い
て
い
な
い
こ
と
を
称
え
　
私
が
ま
だ
壮
健
で
あ

る
こ
と
を
良
し
と
さ
れ
　
体
力
剛
健
と
し
て
　
四
方
に
使
役
さ
れ

る
〕

と
ま
だ
老
い
て
は
い
な
い
自
身
の
体
力
・
戦
闘
力
を
王
室
が
評
価
し
て

四
方
に
出
征
さ
せ
る
こ
と
を
誇
り
な
が
ら
も
、第
四
章
か
ら
第
六
章（
終

章
）
で
は
一
転
し
て
、

　
　
或

あ
る
い

は
燕え

ん

燕え
ん

と
し
て
居き

ょ

息そ
く

し
…
…

〔
あ
る
い
は
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
家
に
安
居
し
て
い
る
者
も
あ
り
…
…
〕

　
　
或
は
息そ

く

偃え
ん

と
し
て
牀

し
ょ
う

に
在あ

り
…
…

〔
あ
る
い
は
休
息
し
て
仰
向
け
に
寝
台
に
寝
て
い
る
者
も
あ
り

…
…
〕 

（
第
四
章
第
一
句
・
第
三
句
）

　
　
或
い
は
叫

き
ょ
う

号ご
う

を
知
ら
ず
…
…

〔
憂
苦
の
あ
ま
り
叫
び
呼
ば
わ
る
者
が
い
る
こ
と
も
知
ら
ず
…
…
〕

 

（
第
五
章
第
一
句
）

　
　
或
い
は
湛た

ん

楽ら
く

し
て
酒
を
飲
み
…
…

〔
た
だ
楽
し
み
に
ふ
け
り
酒
ば
か
り
飲
む
者
も
あ
り
…
…
〕

　
　
或
い
は
出

し
ゅ
つ

入
に
ゅ
う

風ふ
う

議ぎ

し
…
…

〔
い
た
づ
ら
に
朝
廷
に
出
入
り
し
て
議
論
を
も
て
あ
そ
ぶ
だ
け
の
者

も
あ
り
…
…
〕 

（
第
六
章
第
一
句
・
第
三
句
）

と
、戦
場
に
行
く
こ
と
も
な
く
安
穏
と
日
を
送
る
人
臣
た
ち
を
批
判
し
、

自
身
の
身
の
上
と
の
不
公
平
を
訴
え
て
い
る
。
こ
れ
を
反
戦
的
・
厭
戦

的
な
詩
と
見
る
こ
と
に
は
異
論
も
あ
り
そ
う
だ
が
、「
自
分
だ
け
が
貧

乏
く
じ
を
引
か
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
の
原
因
が
戦
争
に
あ
る
（
そ
う
で

な
け
れ
ば
、
身
体
壮
健
を
理
由
に
自
分
だ
け
が
駆
り
出
さ
れ
る
こ
と
も

な
い
は
ず
）
と
い
う
点
を
考
え
れ
ば
、
戦
争
が
な
け
れ
ば
こ
う
し
た
不

公
平
も
起
こ
り
得
な
い
こ
と
に
な
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
戦
争
の
存
在
そ

の
も
の
へ
の
不
満
を
婉
曲
に
表
現
し
た
詩
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
に

な
ろ
う
。

　
最
後
に
、
た
だ
単
純
に
、
し
か
し
切
実
に
戦
場
で
の
苦
し
み
を
詠
っ

た
詩
を
挙
げ
た
い
。
小
雅
の
末
尾
の
一
首
、「
何
草
不
黄
」
で
あ
る
。

何い
づ
れの

草
か
黄
な
ら
ざ
ら
ん
　
何
の
日
か
行
か
ざ
ら
ん
　
何
の
人
か

将ゆ

か
ざ
ら
ん
　
四
方
を
経
営
す

〔
ど
の
草
も
黄
色
く
枯
れ
衰
え
　
軍
兵
は
行
軍
し
な
い
日
は
な
い
　

進
軍
し
な
い
人
は
い
な
い
　
そ
う
し
て
四
方
の
兵
乱
を
鎮
圧
し
て
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い
る
〕

何
の
草
か
玄く

ろ

か
ら
ざ
ら
ん
　
何
の
人
か
矜か

ん

な
ら
ざ
ら
ん
　
哀か

な

し
　

我
が
征
夫
　
独
り
民
に
匪あ

ら

ず
と
為
す

〔
ど
の
草
も
枯
れ
て
黒
ず
み
　
ど
の
兵
も
妻
と
離
れ
や
も
め
の
さ
ま

　
哀
し
や
　
我
ら
兵
卒
　
一
人
前
の
民
と
は
見
な
さ
れ
な
い
〕

兕じ

に
匪あ

ら

ず
虎
に
匪
ず
　
彼か

の
曠こ

う

野や

に
率

し
た
が

う
　
哀
し
　
我
が
征
夫
　

朝
夕
暇
あ
ら
ず

〔
野
牛
で
も
虎
で
も
な
い
の
に
　
冬
枯
れ
の
野
原
を
引
き
回
さ
れ
る

　
哀
し
や
　
我
ら
兵
卒
　
一
日
中
休
み
な
く
使
役
さ
れ
る
〕

芃ほ
う

た
る
狐

き
つ
ね

有
り
　
彼
の
幽
草
に
率

し
た
が

う
　
桟さ

ん

の
車
有
り
　
彼
の
周
道

を
行
く

〔
毛
が
長
く
尾
の
大
き
な
狐
が
　
深
く
繁
っ
た
草
む
ら
に
身
を
隠
す

　
我
ら
は
粗
末
な
桟
車
（
役
車
）
に
従
い
　
大
道
を
駆
使
さ
れ
る
〕

　
小
雅
末
尾
の
数
首
は
、
西
周
の
滅
亡
を
招
い
た
幽
王
の
時
代
の
も
の

と
さ
れ
る
。
こ
の
「
何
草
不
黄
」
は
、
長
期
間
兵
役
に
駆
り
出
さ
れ
、

家
畜
以
下
の
扱
い
で
戦
場
を
駆
け
回
ら
さ
れ
、
夢
も
希
望
も
な
く
土
気

色
の
顔
で
原
野
を
彷
徨
す
る
兵
士
の
様
子
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
戦
場
の

一
兵
卒
の
惨
め
さ
は
、
時
代
と
場
所
を
超
越
し
た
姿
の
よ
う
で
あ
る
。

　
以
上
の
三
首
も
含
め
れ
ば
、
反
戦
的
・
厭
戦
的
内
容
の
詩
の
数
は
合

計
一
九
首
と
な
る
。
現
在
『
詩
経
』
に
見
え
る
詩
の
総
数
が
三
〇
五
首

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
割
合
は
六
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
。
時
代
も
場

所
も
状
況
も
異
な
る
た
め
単
純
な
比
較
は
意
味
が
な
い
か
も
し
れ
な
い

が
、
日
本
の
『
万
葉
集
』
の
総
歌
数
約
四
五
〇
〇
首
の
う
ち
、「
防
人

の
歌
」
の
数
は
九
八
首
、割
合
は
二
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。『
詩
経
』

に
見
え
る
反
戦
的
・
厭
戦
的
内
容
の
詩
の
数
は
、
決
し
て
少
な
い
と
は

言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
現
行
の
『
詩
経
』
で
は
、
以
上
の
小
雅
の
後
に
「
周
王
朝
の
天
子
の

正
楽
の
詩39

」
で
あ
る
大
雅
と
、「
先
祖
の
功
徳
を
ほ
め
て
、
宗
廟
の
祭

祀
に
奏
す
る
楽
歌40

」
で
あ
る
頌
が
続
く
。
し
か
し
そ
こ
に
見
え
る
詩
に

は
厭
戦
的
・
反
戦
的
な
も
の
は
な
く
、
わ
ず
か
に
頌
の
「
時じ

邁ば
い

」
に
周

の
武
王
が
殷
を
滅
ぼ
し
た
後
に
、　

　
　
載

す
な
わ

ち
干

か
ん
か

戈
を
戢あ

つ

め
　
載
ち
弓
矢
を
櫜ふ
く
ろ

に
す

す
な
わ
ち
、
武
器
を
集
め
て
し
ま
い
込
み
、
再
び
用
い
な
い
意
思
を
表

し
た
、
と
詠
う
点
、
ま
た
同
じ
く
頌
の
「
武
」
に
も
武
王
が
、

　
　
殷
に
勝
ち
て
劉
を
遏や

む

と
殷
を
滅
ぼ
し
た
後
は
「
劉
」（
殺
の
意
）
を
止
め
た
、
と
詠
う
点
に
、

軍
事
を
慎
重
に
扱
う
姿
勢
が
見
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。

　
な
お
、
大
雅
「
緜め

ん

」
の
第
二
章
・
第
三
章
に
、

古こ
う

公こ

亶た
ん

父ぽ

　
来き

た

っ
て
朝つ

と

に
馬
を
走
ら
し
　
西
水
の
滸

ほ
と
り

に
率

し
た
が

い
て
　

岐き

の
下

ふ
も
と

に
至
り
　
爰こ

こ

に
姜

き
ょ
う

女じ
ょ

と
聿つ

い

に
来き

た

り
て
宇う

を
胥み

る
　
周
原
膴ぶ

膴ぶ

と
し
て
　
菫き

ん

荼と

飴あ
め

の
如
し
（
以
下
略
）

〔
古
公
亶
父
は
　
早
朝
か
ら
馬
を
駆
り
　
西
水
（
沮
水
・
漆
水
）
の

ほ
と
り
に
沿
っ
て
　
岐
山
の
麓
に
至
り
　
妻
の
姜
女
と
と
も
に
自

分
た
ち
の
居
る
べ
き
土
地
を
見
た
　
周
原
（
岐
山
の
地
）
は
肥
え

て
草
木
も
茂
り
　
菫

な
づ
な

も
荼

に
が
な

も
飴
の
よ
う
に
甘
い
〕

と
詠
ま
れ
た
、
周
文
王
の
祖
父
の
古
公
亶
父
が
故
郷
の
豳
（
現
陝
西
省
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彬
県
）
を
去
っ
て
岐
山
南
麓
（
い
わ
ゆ
る
周
原
。
現
在
の
陝
西
省
汧
水
・

漆
水
の
間
）
に
移
住
し
た
場
面
は
、『
孟
子
』
梁
恵
王
下
篇
や
『
史
記
』

巻
四
周
本
紀
に
見
え
る
よ
う
に
、
実
は
狄41

の
侵
攻
に
圧
迫
さ
れ
、
戦
わ

ず
し
て
豳
の
地
を
譲
っ
た
末
の
移
転
が
史
実
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
史
実
は
、本
研
究
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

周
人
に
と
っ
て
極
め
て
屈
辱
的
な
事
態
で
あ
っ
た
は
ず
の
こ
の
移
転

が
、
結
果
的
に
は
移
転
先
の
周
原
が
農
耕
に
も
牧
畜
に
も
適
し
た
恵
ま

れ
た
地
で
あ
り42

、
そ
こ
で
周
が
大
い
に
繁
栄
で
き
た
た
め
、
か
え
っ
て

古
公
壇
父
の
人
徳
の
高
さ
を
示
す
逸
話
（
屈
辱
に
耐
え
て
無
益
な
戦
争

を
回
避
し
た
こ
と
で
、
か
え
っ
て
天
か
ら
豊
穣
の
地
を
与
え
ら
れ
た
、

と
い
う
文
脈
）
へ
と
昇
華
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
逸
話
は
、
儒
学
（
儒
教
）
に
お
け
る
反
戦
思
想
の
展
開
に
お
い

て
重
要
な
カ
ギ
に
な
る
も
の
と
筆
者
は
に
ら
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
本

稿
で
扱
っ
た
史
料
か
ら
は
十
分
な
情
報
を
得
ら
れ
な
い
逸
話
な
の
で
、

別
稿
で
の
検
討
課
題
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
み
で
と
ど
め
た
い
。

お
わ
り
に

　
以
上
、
本
稿
で
は
『
儀
礼
』『
大
戴
礼
記
』『
周
礼
』『
詩
経
』
に
見

え
る
反
戦
的
・
厭
戦
的
言
辞
を
確
認
し
た
。
総
じ
て
い
え
ば
、「
礼
」

に
関
す
る
書
物
で
あ
る
前
三
者
に
は
そ
う
し
た
言
辞
は
確
認
で
き
な

か
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
儒
学
（
儒
教
）
が
漢
王
朝
の
御
用
思
想
と
し
て

確
立
さ
れ
て
い
く
過
程
で
編
纂
・
経
典
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
漢
王

朝
の
永
続
の
た
め
に
整
備
さ
れ
た
礼
制
に
つ
い
て
の
典
籍
で
あ
る
以

上
、
高
祖
劉
邦
が
馬
上
で
天
下
を
取
っ
て
始
ま
っ
た
漢
王
朝
の
存
在
意

義
を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
厭
戦
的
・
反
戦
的
文
言
が
見
ら
れ
な
い
の
は
、

全
く
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
に
対
し
、
周
代
以
来
の
詩
を
集
め
た
『
詩
経
』
で
は
、
計
一
九

首
に
及
ぶ
詩
か
ら
厭
戦
的
・
反
戦
的
言
辞
を
抽
出
で
き
た
。
特
に
夫
の

従
軍
に
対
す
る
夫
婦
の
嘆
き
を
詠
っ
た
詩
の
多
さ
に
は
注
目
さ
れ
る
。

そ
う
し
た
詩
を
あ
え
て
多
数
収
録
し
後
世
に
残
そ
う
と
し
た
行
為
そ
の

も
の
が
、
為
政
者
に
兵
役
に
就
か
さ
れ
る
民
衆
の
労
苦
を
意
識
さ
せ
、

軍
事
に
慎
重
な
政
治
を
志
向
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
識
の
表
れ
と
言
え

る
。
そ
の
点
で
、『
詩
経
』
は
儒
家
的
反
戦
思
想
の
確
立
と
浸
透
に
大

き
く
貢
献
し
た
典
籍
と
見
な
し
得
る
。

　
し
か
し
、
今
回
の
四
書
か
ら
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
『
塩
鉄
論
』
の
賢

良
・
文
学
ら
が
主
張
し
た
「
絶
対
平
和
主
義
」
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
概

念
や
言
辞
は
一
つ
も
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
。
い
っ
た
い
、
賢
良
・
文
学

た
ち
は
ど
の
よ
う
な
儒
家
文
献
に
依
拠
し
て
自
分
た
ち
の
思
想
を
練
り

上
げ
た
の
か
。
そ
の
課
題
の
解
決
は
、
次
稿
以
降
の
分
析
と
検
討
に
持

ち
越
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

注１
　 
拙
稿
「
中
国
古
代
儒
家
文
献
に
見
る
反
戦
思
想
（
１
）
─
『
易
経
』

『
書
経
』『
礼
記
』『
論
語
』
─
」（『
常
葉
大
学
教
育
学
部
紀
要
』

三
六
、
二
〇
一
六
年
）。
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２
　
拙
稿
「『
塩
鉄
論
』
に
見
る
反
戦
思
想
」（『
常
葉
大
学
教
育
学
部

紀
要
』
三
五
、
二
〇
一
五
年
）。

３
　
塩
鉄
会
議
が
実
施
さ
れ
た
昭
帝
期
の
次
の
宣
帝
期
（
前
七
三
年
─

前
四
九
年
）
に
編
纂
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

４
　
福
井
重
雅
「
読
『
塩
鉄
論
』
芻
議
─
続
─
」（『
早
稲
田
大
学
大
学

院
文
学
研
究
科
紀
要
』
四
三
輯
、
一
九
九
八
年
）。

５
　
池
田
末
利
注
釈
『
儀
礼
』
１
（
東
海
大
学
古
典
叢
書
、
一
九
七
三

年
）
の
「
解
題
」、
京
大
東
洋
史
辞
典
編
纂
会
編
『
新
編
東
洋
史

辞
典
』（
東
京
創
元
社
、
一
九
八
〇
年
）
の
「
儀
礼
」
の
項
、
山

根
幸
夫
編
『
中
国
史
研
究
入
門
』
上
（
山
川
出
版
社
、
一
九
八
三

年
）
の
「
儀
礼
」
の
項
（
一
〇
八
頁
）、
神
田
信
夫
・
山
根
幸
夫

編
『
中
国
史
籍
解
題
辞
典
』（
燎
原
書
店
、一
九
八
九
年
）
の
「
儀

礼
」
の
項
を
参
照
。

６
　『
漢
書
』
芸
文
志
に
よ
れ
ば
『
儀
礼
』
は
「
礼
経
」
と
も
称
さ
れ

て
お
り
、
前
漢
時
代
に
は
「
経
典
」
的
扱
い
を
さ
れ
て
い
た
と
推

測
さ
れ
る
。

７
　『
漢
書
』
巻
四
三
叔
孫
通
伝
。

８
　
前
掲
注
５
『
中
国
史
籍
解
題
辞
典
』
の
「
大
戴
礼
記
」
の
項
、
栗

原
圭
介
訳
『
大
戴
礼
記
』（
明
治
書
院
『
新
釈
漢
文
大
系
』
一
一
三
、

一
九
九
一
年
）
の
「
解
題
」
参
照
。

９
　
以
下
、『
大
戴
礼
記
』
の
訓
読
文
は
栗
原
圭
介
訳
注
『
大
戴
礼
記
』

（
新
釈
漢
文
大
系
、
明
治
書
院
、
一
九
九
一
年
）
に
依
る
。
ま
た
、

現
代
語
訳
は
同
書
を
参
考
に
筆
者
が
施
し
た
。

10
　『
漢
書
』
巻
三
六
楚
元
王
伝
（
劉
歆
伝
）、同
巻
九
九
下
王
莽
伝
下
。

11
　
津
田
左
右
吉『
左
伝
の
思
想
史
的
研
究
』（
津
田
左
右
吉
全
集
一
五
、

岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
）
な
ど
。
し
か
し
、
近
年
で
は
戦
国
時

代
後
期
（
前
三
世
紀
）
に
は
そ
の
祖
本
が
存
在
し
た
と
す
る
説
が

有
力
で
あ
る
。

12
　
以
下
の
『
周
礼
』
の
文
は
本
田
二
郎
『
周
礼
通
釈
』
上
・
下
（
秀

英
出
版
、
一
九
七
七
年
・
一
九
七
九
年
）
に
よ
る
。

13
　
本
田
前
掲
注
12
『
周
礼
通
釈
』
下
、
四
三
頁
。

14
　
同
書
上
、
二
八
六
頁
。

15
　
同
書
上
、
六
六
八
頁
。

16
　
同
書
下
、
五
〇
頁
。

17
　
同
書
下
、
二
二
六
頁
。

18
　
同
書
下
、
五
五
三
─
五
五
四
頁
。

19
　
西
伯
（
文
王
。
殷
を
滅
ぼ
し
た
武
王
の
父
で
、
古
来
理
想
的
な
君

主
の
一
人
と
さ
れ
る
）
の
后
妃
と
す
る
説
も
あ
る
。
高
田
真
治
訳

注
『
詩
経
』
上
（
漢
詩
大
系
Ⅰ
、
集
英
社
、
一
九
六
六
年
）
三
九

頁
─
四
〇
頁
解
説
参
照
。

20
　
同
書
上
、
五
五
頁
。

21
　
同
書
上
、
五
七
頁
。
な
お
、「
魴
魚
」
は
ヲ
シ
キ
ウ
オ
、
ア
ナ
カ

ツ
オ
を
指
す
と
さ
れ
、「
頳
尾
」
に
つ
い
て
は
毛
伝
（
漢
の
毛
萇

に
よ
る
古
注
）・
集
伝
（
南
宋
の
朱
熹
に
よ
る
新
注
）
と
も
に
「
頳

は
赤
な
り
。
魚
労
す
れ
ば
則
ち
尾
赤
し
」
と
し
、
集
伝
は
さ
ら
に

「
魴
の
尾
は
本
と
白
し
、
而
る
に
今
赤
け
れ
ば
、
則
ち
労
す
る
こ
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と
甚
し
」
と
し
て
い
る
。

22
　
同
書
上
、
六
八
頁
─
六
九
頁
。

23
　
春
秋
隠
公
四
年
（
前
七
一
九
年
）
に
衛
で
州
吁
が
桓
公
を
殺
し
て

公
位
を
簒
奪
し
、
宋
・
陳
・
蔡
と
と
も
に
鄭
を
攻
撃
し
た
さ
い
の

詩
と
さ
れ
る
（
同
書
上
、
一
三
一
頁
─
一
三
二
頁
参
照
）。
し
か

し
州
吁
は
人
心
を
得
ら
れ
ず
、
同
年
中
に
殺
害
さ
れ
た
。

24
　
同
書
上
、
一
三
三
頁
─
一
三
四
頁
。

25
　
同
書
上
、
一
三
四
頁
。

26
　
同
書
上
、
一
四
一
頁
─
一
四
二
頁
。

27
　
同
書
上
、
一
四
二
頁
。

28
　
同
書
上
、
二
五
四
頁
。

29
　
同
書
上
、
二
五
五
頁
。

30
　
同
書
上
、
同
頁
。

31
　
同
書
上
、
二
五
六
頁
。

32
　
同
書
上
、
二
七
九
頁
。

33
　
同
書
上
、
二
八
〇
頁
。

34
　
同
書
上
、
四
三
六
頁
。

35
　
同
書
上
、
四
四
四
頁
─
四
四
五
頁
。

36
　
以
下
、
小
雅
・
大
雅
・
頌
か
ら
抽
出
す
る
詩
の
訓
読
も
高
田
真
治

訳
注
『
詩
経
』
下
（
漢
詩
大
系
Ⅰ
、
集
英
社
、
一
九
六
八
年
）
に

依
拠
す
る
が
、
現
代
語
訳
は
同
書
下
巻
で
は
解
説
と
混
交
し
て
お

り
抽
出
し
に
く
い
の
で
、
同
書
を
参
考
に
筆
者
が
施
し
た
訳
文
を

示
す
こ
と
に
す
る
。

37
　
後
漢
末
の
鄭
玄
は
「
玁
狁
」
と
「
北
狄
」
を
同
じ
と
し
、「
北
狄

は
今
の
匈
奴
な
り
」
と
注
し
て
い
る
（『
毛
詩
正
義
』
鄭
玄
箋
）。

38
　
高
田
同
書
下
、
五
六
頁
。

39
　
高
田
同
書
下
、
三
二
〇
頁
。

40
　
高
田
同
書
下
、
五
五
六
頁
。

41
　『
史
記
』
で
は
「
薫
育
」
と
表
記
し
て
い
る
。
上
述
の
『
詩
経
』

小
雅
「
采
薇
」
に
見
え
る
「
玁
狁
」
と
同
種
と
思
わ
れ
る
。

42
　
周
原
の
自
然
環
境
と
周
・
秦
に
よ
る
開
発
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、

村
松
弘
一
『
中
国
古
代
環
境
史
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一

六
年
）
第
二
章
「
秦
の
関
中
平
原
西
部
へ
の
拡
大
と
地
域
開
発
」

に
詳
し
い
。




