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は
じ
め
に

本
日
は
、
唐
代
、
盛
唐
期
の
詩
人
、
文
章
家
で
あ
っ
た
元
結
（
七
一
九

︱
七
七
二
）
に
つ
い
て
、
諷
諭
と
い
う
視
点
か
ら
お
話
し
い
た
し
ま
す
。

元
結
は
わ
が
国
で
は
あ
ま
り
馴
染
み
の
な
い
詩
人
で
す
が
、
彼
は
唐
代

に
お
け
る
諷
諭
の
文
学
の
展
開
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
お
り
、

そ
の
作
品
は
、
現
代
の
私
た
ち
に
も
訴
え
か
け
る
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。

元
結
が
生
き
た
の
は
、
唐
王
朝
の
繁
栄
が
極
に
達
し
、
様
々
な
社
会
の

矛
盾
が
露
呈
し
、
安
史
の
乱
を
経
て
、
知
識
人
の
あ
り
方
、
文
学
観
も
大

き
く
変
わ
っ
て
い
っ
た
時
期
で
し
た
。
こ
の
歴
史
の
転
換
を
目
の
当
た
り

に
し
た
元
結
は
、
時
代
を
見
据
え
つ
つ
、
独
特
な
諷
諭
の
文
学
を
展
開
し

ま
し
た
。

彼
は
い
わ
ゆ
る
社
会
派
の
詩
人
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

一
方
で
、
彼
に
は
山
水
へ
の
強
い
志
向
が
あ
り
、
と
り
わ
け
奇
怪
な
水
と

石
の
た
た
ず
ま
い
を
こ
よ
な
く
愛
し
、
そ
れ
を
対
象
と
し
た
詩
や
銘
も
多

く
制
作
し
て
い
ま
す
。

元
結
の
活
躍
し
た
時
期
は
杜
甫
（
七
一
二
︱
七
七
〇
）
と
も
ほ
ぼ
重
な

っ
て
お
り
、
二
人
は
知
り
合
い
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

元
結
は
顔
真
卿
と
も
親
交
が
あ
り
ま
し
た
。
顔
真
卿
は
元
結
の
代
表
作

で
も
あ
る
「
大
唐
中
興
頌
」
（
→
資
料
①
）を
揮
毫
し
、
ま
た
、
彼
の
墓
碑

銘
（
→
資
料
②
）も
制
作
、
揮
毫
し
て
い
ま
す
。

元
結
︱
諷
諭
の
詩
人

ま
た
、
わ
が
国
に
の
み
伝
わ
る
元
結
の
作
品
も
あ
り
ま
す
。
藤
原
佐
理

す
け
ま
さ

の
書
跡
を
模
刻
し
た
「
海
陽
泉
帖 (

)

」
（
→
資
料
③
）が
そ
う
で
す
。
こ
れ
は

1

一
三
首
の
詩
と
銘
一
編
か
ら
な
る
も
の
で
す
が
、
太
田
晶
二
郎 (

)

氏
に
よ
っ

2

て
、
元
結
の
作
品
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

高
等
学
校
国
語
科
の
新
科
目
「
古
典
探
究
」
に
お
い
て
は
、
社
会
へ
の

視
座
を
明
確
に
示
し
た
杜
甫
「
兵
車
行
」、「
石
壕
吏
」、
白
居
易
「
売
炭

翁
」
等
が
教
材
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ

れ
か
ら
元
結
の
諷
諭
の
表
現
に
つ
い
て
お
話
を
し
ま
す
が
、
杜
甫
の
「
兵

車
行
」
も
取
り
上
げ
る
こ
と
と
い
た
し
ま
す
。

一
、
元
結
の
生
涯

元
結
、
字
次
山
は
、
盛
唐
の
開
元
七
年
（
七
一
九
）、
魯
山
県
（
河
南

省
魯
山
県
）
に
生
ま
れ
、
や
が
て
親
戚
の
元
徳
秀
に
師
事
し
、
そ
の
影
響

の
も
と
に
自
ら
の
思
想
を
形
作
っ
て
い
き
ま
し
た
。天
宝
六
載（
七
四
七
）、

天
下
の
一
芸
あ
る
者
を
採
用
す
る
と
い
う
玄
宗
の
詔
に
応
じ
ま
し
た
。
杜

甫
も
こ
の
制
科
に
応
じ
て
い
ま
す
。
し
か
し
宰
相
李
林
甫
の
画
策
に
よ
り

落
第
し
、
魯
山
県
南
の
商
余
山
に
隠
棲
し
ま
し
た
。

こ
の
隠
棲
の
時
期
、彼
は
元
子
と
号
し
、新
楽
府
の
先
蹤
と
さ
れ
る「
系

楽
府
十
二
首
」
等
、
諷
諭
性
の
強
い
作
品
を
多
く
著
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、

天
宝
一
三
載
（
七
五
四
）
に
は
進
士
科
に
登
第
し
た
も
の
の
、
任
官
す
る

こ
と
な
く
帰
郷
し
て
い
ま
す
。

天
宝
一
四
載
（
七
五
五
）、
安
史
の
乱
が
起
こ
る
と
、
一
族
を
率
い
て

難
を
逃
れ
、
猗
玗
洞
（
湖
北
省
黄
石
市
東
の
飛
雲
洞
）
に
一
時
身
を
ひ
そ

い

う
ど
う

め
、
続
い
て
瀼
渓
（
江
西
省
瑞
昌
市
）
に
移
り
ま
し
た
。
乾
元
二
年
（
七

じ
よ
う
け
い
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五
九
）、
粛
宗
に
拝
謁
し
、
節
度
使
の
参
謀
と
し
て
史
思
明
の
軍
の
南
下

を
阻
止
す
る
な
ど
功
績
を
立
て
ま
し
た
。
上
元
二
年
（
七
六
一
）
に
は
「
大

唐
中
興
頌
」
を
制
作
し
て
い
ま
す
。

宝
応
元
年
（
七
六
二
）、
母
の
病
を
も
っ
て
免
官
を
請
い
、
武
昌
（
湖

北
省
鄂
城
市
）樊
水
の
郎
亭
山
の
ふ
も
と
に
住
み
、漫
叟
と
号
し
ま
し
た
。

は
ん
す
い

ま
ん
そ
う

広
徳
元
年
（
七
六
三
）
九
月
、
道
州
（
湖
南
省
永
州
市
道
県
）
刺
史
を

授
け
ら
れ
、道
州
の
人
々
の
惨
状
と
厳
し
い
徴
税
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、

「
舂
陵
行
」、「
賊
退
示
官
吏
」
の
二
編
を
制
作
し
ま
し
た
。
数
年
後
、

し
よ
う
り
よ
う
こ
う

こ
の
詩
を
読
ん
で
感
動
し
た
杜
甫
は
応
酬
す
る
作
品 (

)

を
残
し
て
い
ま
す
。

3

大
暦
三
年
（
七
六
八
）、
容
州
刺
史
兼
御
史
中
丞
充
本
管
経
略
守
捉
使

を
授
け
ら
れ
ま
し
た
。
容
州
（
広
西
チ
ワ
ン
族
自
治
区
容
県
）
は
道
州
よ

り
も
さ
ら
に
南
の
地
で
あ
り
、
母
が
老
齢
の
た
め
辞
退
し
よ
う
と
し
ま
し

た
が
許
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

一
方
で
、
道
州
刺
史
の
任
に
あ
っ
た
頃
、
祁
陽
（
湖
南
省
祁
陽
市
）
の

き
よ
う

無
名
の
渓
谷
を
購
入
し
、
自
適
の
空
間
と
し
て
浯
渓
と
名
づ
け
、
住
居
と

ご
け
い

し
ま
し
た
。
こ
の
摩
崖
に
は
、「
大
唐
中
興
頌
」
も
刻
さ
れ
ま
し
た
。

大
暦
四
年
（
七
六
九
）、
母
の
喪
の
た
め
に
職
を
辞
し
、
大
暦
七
年
（
七

七
二
）、
召
さ
れ
て
長
安
の
都
に
滞
在
中
、
病
没
し
ま
し
た
。

二
、
諷
諭
と
規
諷

諷
諭
と
は
、「
正
面
か
ら
批
判
を
加
え
る
の
で
は
な
く
、
婉
曲
に
君
主

を
諫
め
諭
す
こ
と (

)

」
で
す
。

4

元
結
も
「
酬
孟
武
昌
苦
雪
（
孟
武
昌
の
雪
に
苦
し
む
に
酬
ゆ
）」
詩
の

中
で
「
諷
諭
」
の
語
を
用
い
て
い
ま
す
。

古
之
賢
達
者

古
の
賢
達
は

与
世
竟
何
異

世
と
竟
に
何
を
か
異
に
す
る

つ
ひ

不
能
救
時
患

時
患
を
救
ふ
能
は
ず
ん
ば

諷
諭
以
全
意

諷
諭
し
て
以
て
意
を
全
く
す

こ
の
詩
は
、
広
徳
元
年
（
七
六
三
）
春
、
武
昌
令
で
あ
っ
た
孟
武
昌
（
孟

彦
深
）
か
ら
届
け
ら
れ
た
詩
に
応
酬
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
時
、
樊
水
の

ほ
と
り
で
漫
叟
と
号
し
て
い
た
元
結
は
、
孟
彦
深
の
作
中
の
「
林
鴬
却
不

語
、
野
獣
翻
有
蹤
（
林
鴬
却
っ
て
語
ら
ず
、
野
獣
翻
っ
て
蹤
有
り
）」

か
へ

ひ
る
が
へ

あ
と

と
い
う
句
に
諷
諭
の
意
図
を
読
み
と
り
、「
姦
兇
正
駆
馳
、
不
合
問
君
子
。

林
鴬
与
野
獣
、
無
乃
怨
於
此
（
姦
兇
正
に
駆
馳
す
る
こ
と
、
合
に
君
子
に

ま
さ

問
ふ
べ
か
ら
ず
。
林
鴬
と
野
獣
と
、
乃
ち
此
に
怨
む
こ
と
無
か
ら
ん
や
）」

と
詠
じ
て
い
ま
す
。
孟
彦
深
の
句
が
、
凶
賊
の
跋
扈
と
人
々
の
辛
酸
を
遠

回
し
に
表
現
し
て
い
る
と
し
て
、「
野
獣
の
句
が
凶
賊
の
跋
扈
の
比
喩
で

あ
る
こ
と
を
君
子
〈
で
あ
る
あ
な
た
に
〉
問
う
て
は
い
け
な
い
、
あ
な
た

は
凶
賊
の
跋
扈
に
つ
い
て
怨
み
悲
し
み
、
野
獣
の
比
喩
を
用
い
た
の
で
あ

る
か
ら
」
と
、
孟
彦
深
が
、
自
ら
は
時
代
の
悪
い
と
こ
ろ
（
悪
弊
）
を
除

く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
遠
回
し
の
表
現
に
よ
っ
て
、
そ
の
悪
弊
を
除

こ
う
と
す
る
意
思
を
全
う
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
し
て
い
ま

す
。
諷
諭
を
人
々
の
苦
難
を
救
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
の
営
み
と
し
て
と

ら
え
て
い
る
の
で
す
。

一
方
で
、
彼
は
「
二
風
詩
論
」
に
お
い
て
「
吾
欲
極
帝
王
理
乱
之
道
、

系
古
人
規
諷
之
流
（
吾
帝
王
理
乱
の
道
を
極
め
、
古
人
規
諷
の
流
れ
を
系つ

が
ん
と
欲
す
）」
と
、
規
諷
の
語
も
用
い
て
い
ま
す
。
規
諷
は
、
基
準
、
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規
範
を
示
し
て
遠
回
し
に
さ
と
す
こ
と
で
す (

)

。
5

商
余
山
中
に
あ
っ
た
元
結
は
、
こ
の
規
諷
の
流
れ
を
継
承
す
る
者
と
し

て
自
ら
を
位
置
づ
け
、
規
範
を
示
し
諷
諭
す
る
我
と
し
て
、
元
子
と
い
う

主
体
を
設
定
し
、
多
く
の
作
品
を
制
作
し
ま
し
た
。
そ
の
中
の
二
編
「
喩

友
」「
悪
円
」
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
喩
友
」
（
→
資
料
④
）の
制
作
時
期
は
、天
宝
六
載
（
七
四
七
）
と
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
作
品
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
の
は
、
宰
相
李
林
甫
の
逝

去
（
天
宝
一
一
載
）
以
後
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す (

)

。
6

先
ず
、
応
じ
た
者
全
員
が
下
第
と
な
っ
た
天
宝
六
載
の
制
科
の
経
緯
、

宰
相
李
林
甫
の
言
動
が
客
観
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

続
い
て
、
下
第
後
、
故
郷
へ
帰
ろ
う
と
し
た
こ
と
を
言
い
、
困
窮
の
た

め
に
都
に
留
ま
っ
て
、
時
の
権
力
者
に
頼
ろ
う
と
す
る
友
人
を
登
場
さ
せ

て
い
ま
す
。

元
子
は
制
科
に
対
す
る
憤
り
を
含
み
な
が
ら
、
在
野
の
士
の
あ
り
か
た

と
、
そ
の
招
き
方
、
遇
し
方
を
述
べ
て
、
こ
の
友
人
を
諭
す
の
で
す
。
そ

の
な
か
で
、
在
野
の
士
の
守
る
べ
き
価
値
観
と
し
て
「
方
正
忠
信
」、「
介

潔
清
和
」
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。「
方
正
忠
信
」
は
、
正

直
で
真
心
を
尽
く
し
偽
り
の
な
い
こ
と
、
ま
た
「
介
潔
清
和
」
は
、
気
骨

が
あ
り
高
潔
さ
を
保
ち
、
物
静
か
で
穏
や
か
な
こ
と
で
す
。

最
後
に
、
貴
顕
の
地
位
に
あ
る
者
と
在
野
の
士
と
の
あ
る
べ
き
姿
を
概

括
し
、
李
林
甫
に
言
及
し
て
結
び
と
し
て
い
ま
す
。

「
喩
友
」
は
、
本
来
の
在
野
の
士
の
あ
り
方
と
招
き
方
、
貴
顕
の
地
位

に
あ
る
者
の
守
る
べ
き
規
範
を
提
示
し
、
友
を
諭
す
と
い
う
設
定
に
よ
っ

て
、
遠
回
し
に
朝
廷
の
政
治
の
あ
り
か
た
を
改
め
る
よ
う
に
忠
告
す
る
規

諷
の
作
品
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
天
子
に
直
諫
し
、
時
の
権
力

者
を
責
め
譏
り
、
朝
廷
に
抗
議
す
る (

)

も
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

そ
し

7

「
悪
円
」
（→
資
料
⑤
）は
、
寓
意
を
含
ん
だ
話
で
す
。
元
子
の
家
の
乳

母
が
回
転
す
る
円
い
遊
具
を
作
っ
て
子
供
た
ち
を
楽
し
ま
せ
て
い
た
と
こ

ろ
、
円
い
も
の
を
憎
む
公
植
と
い
う
人
物
が
や
っ
て
き
て
そ
の
遊
具
を
壊

し
、
子
供
が
円
い
器
で
遊
ん
で
い
る
と
、
大
人
に
な
っ
て
も
好
む
よ
う
に

な
り
、
方
正
さ
を
失
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
し
、
子
供
が
円
い
遊
具
で
遊

ん
で
い
る
の
を
愛
で
れ
ば
、や
が
て
小
人
の
好
み
に
従
う
よ
う
に
な
っ
て
、

正
直
、
方
正
を
失
っ
て
し
ま
う
と
、
元
子
を
批
判
し
て
絶
交
し
て
し
ま
い

ま
す
。
元
子
は
公
植
の
性
急
さ
、
過
激
さ
を
笑
い
ま
す
。
正
直
さ
方
正
さ

と
い
う
規
範
を
示
し
、
そ
れ
を
失
っ
て
い
る
世
俗
を
措
定
し
て
、
諧
謔
あ

る
話
が
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

三
、
新
楽
府
の
嚆
矢
―
「
系
楽
府
十
二
首
」

（
一
）
歌
謡
へ
の
確
信

元
結
の
諷
諭
、
規
諷
に
対
す
る
意
識
は
、
楽
府
の
制
作
に
お
い
て
も
は

っ
き
り
と
窺
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

元
結
に
は
歌
謡
が
社
会
的
な
機
能
を
持
ち
う
る
と
い
う
確
か
な
認
識
が

あ
り
ま
し
た
。
例
え
ば
、
天
宝
五
載
（
七
三
六
）、
江
南
の
地
を
旅
し
た

際
に
制
作
さ
れ
た
「
閔
荒
詩
」
に
は
、
煬
帝
へ
の
恨
み
を
含
ん
だ
隋
代
の

人
々
の
歌
を
耳
に
し
て
、「
奈
何
昏
王
心
、
不
覚
此
怨
尤
（
奈
何
ぞ
昏
王

煬帝

の
心
、
此
の
怨
尤
恨
み
と

が
め
る

を
覚
ら
ざ
る
）」
と
詠
じ
た
句
が
あ
り
ま
す
。
煬

え
ん
ゆ
う

帝
が
歌
謡
に
表
出
さ
れ
た
人
々
の
恨
み
を
知
っ
て
政
を
改
め
れ
ば
、
滅
亡

に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
の
で
す
。
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こ
う
し
た
歌
謡
へ
の
確
信
と
い
う
べ
き
認
識
も
、
彼
が
十
七
歳
の
頃
か

ら
師
事
し
て
い
た
魯
山
県
令
の
元
徳
秀
か
ら
の
影
響
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

開
元
二
三
年
（
七
三
五
）、
正
月
、
洛
陽
に
あ
っ
た
玄
宗
は
、
近
隣

の
刺
史
・
県
令
を
集
め
、
各
地
の
歌
謡
を
競
わ
せ
ま
し
た
。
刺
史
・
県
令

等
が
楽
団
の
華
美
を
競
う
な
か
、
元
徳
秀
だ
け
は
数
人
の
楽
人
に
自
作
の

歌
謡
「
于
蔿
」
を
歌
わ
せ
た
の
で
す
。
す
る
と
玄
宗
は
、
懷
州
の
人
々
は

う

い

塗
炭
の
苦
し
み
を
な
め
て
い
る
の
か
と
言
い
、
懐
州
刺
史
が
更
迭
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
ま
し
た (

)

。
蔿
は
、
懷
州
の
古
名
で
す
。「
于
蔿
」

い

8

は
、
お
そ
ら
く
「
あ
あ
、
懷
州
の
地
」
の
意
で
あ
っ
て
、
懷
州
の
人
々
の

苦
難
を
歌
っ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
出
来
事
は
歌
謡
が
社
会

的
に
機
能
し
得
る
こ
と
、
そ
し
て
『
毛
詩
』
大
序
の
文
学
観
の
蘇
生
と
そ

の
可
能
性
を
若
き
元
結
に
実
感
さ
せ
た
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

（
二
）
詩
人
の
役
割
︱
『
毛
詩
』
大
序

歌
謡
が
諷
刺
、
諷
諭
と
い
う
社
会
的
機
能
を
持
つ
と
い
う
儒
家
の
文
学

観
は
、『
毛
詩
』（『
詩
経
』）
の
「
大
序
」
に
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ

で
詩
人
（
歌
謡
を
制
作
す
る
者
）
が
ど
の
よ
う
な
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
主
な
と
こ
ろ
を
確
認
し
ま
す
。

①
臣
下
は
君
主
を
諫
め
る
手
段
と
し
て
詩
（
歌
謡
）
を
作
る
。

〔
大
序
〕
上
は
以
て
下
を
風
化
し
、
下
は
以
て
上
を
諷
刺
す
。〔
毛

詩
正
義
〕
臣
下
詩
を
作
る
は
君
を
諫
む
る
所
以
に
し
て
、
君
又

之
を
用
ひ
て
教
化
す (

)

。
9

②
詩
人
は
、
王
道
が
衰
え
、
政
治
と
教
化
が
乱
れ
始
め
、
そ
れ
を
古
来
の

規
範
に
も
ど
す
こ
と
が
で
き
る
時
に
、
詩
を
作
っ
て
規
範
を
守
る
よ
う

に
願
う
。

〔
大
序
〕
王
道
衰
へ
、
礼
義
廃
れ
、
政
教
失
ふ
に
至
り
て
、
国
政
を

異
に
し
、
家
俗
を
殊
に
し
て
変
風
変
雅
作
る
。〔
毛
詩
正
義
〕
変
風

お
こ

変
雅
の
作
る
は
、皆
王
道
始
め
て
衰
へ
、政
教
初
め
て
失
は
る
る
も
、

尚
ほ
匡
し
て
之
を
革
め
、
追
ひ
て
之
を
復
す
べ
し
、
故
に
彼
の
旧

た
だ

あ
ら
た

章
を
執
り
、
此
の
新
失
を
縄
し
、
自
ら
其
の
心
を
悔
い
、
更
め
て
正

た
だ

道
に
遵
ふ
を
覬
望
す
。
所
以
に
変
詩
作
る
な
り (

)

。

し
た
が

き

ぼ
う

ゆ
ゑ

10

③
詩
を
作
る
の
は
詩
人
で
あ
っ
て
、
詩
人
は
君
主
の
得
失
と
善
悪
に
通
暁

し
、
痛
み
悲
し
ん
で
心
情
を
吟
詠
す
る
。
臣
民
は
皆
諷
刺
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

〔
大
序
〕
国
史
史官

は
得
失
の
迹
に
明
ら
か
に
し
て
、
人
倫
の
廃
れ
る

を
傷
み
、
刑
政
の
苛
な
る
を
哀
し
み
て
、
情
性
を
吟
詠
し
て
以
て
其

の
上
を
風
し
、
︙
︙
〔
毛
詩
正
義
〕
得
失
の
迹
に
明
暁
し
、
哀
傷
の

志
内
に
鬱
積
し
、
乃
ち
己
の
情
性
を
詠
ず
る
者
は
詩
人
な
り
。
︙
︙

凡
そ
是
れ
臣
民
は
皆
風
刺
す
る
を
得
、
必
ず
し
も
其
の
国
史
な
る
を

要
せ
ず (

)

。
11

④
詩
人
が
一
国
の
人
々
の
心
を
自
ら
の
も
の
と
し
、
政
治
の
善
悪
を
に
つ

い
て
自
ら
の
心
情
を
吟
詠
す
る
の
が
「
風
」
で
あ
り
、
天
下
の
人
々
の

心
を
自
ら
の
心
と
し
、
天
子
の
政
治
に
つ
い
て
吟
詠
す
る
の
が
「
雅
」

で
あ
る
。

〔
大
序
〕
是
を
以
て
一
国
の
事
一
人
の
本
に
繋
る
。
之
を
風
と
謂

か
か

ふ
。
天
下
の
事
を
言
ひ
て
、
四
方
の
風
を
形
す
。
之
を
雅
と
謂
ふ
。

あ
ら
は

雅
と
は
正
な
り
。
王
政
の
由
り
て
廃
興
す
る
所
を
言
ふ
な
り
。〔
毛

詩
正
義
〕
一
人
と
は
詩
を
作
る
の
人
な
り
。
其
の
作
れ
る
詩
は
、
己お

の
れ

一
人
の
心
を
道
ふ
の
み
な
る
も
、
言
ふ
所
の
一
人
の
心
は
乃
ち
是
れ

い
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一
国
の
心
な
る
を
要
す
。
詩
人
一
国
の
意
を
覧
て
、
以
て
己
が
心
と

み

為
す
、故
に
一
国
の
事
此
の
一
人
に
繫
り
、之
を
言
は
し
む
る
な
り
。

︙
︙
天
下
の
事
を
言
ふ
も
亦
た
一
人
之
を
言
ふ
を
謂
ふ
。
詩
人
は
天

下
の
心
、
四
方
の
風
俗
を
揔
べ
て
、
以
て
己
が
意
と
為
し
て
王
政
を

す

詠
歌
す (

)
。

12

（
三
）「
系
楽
府
十
二
首
」

先
に
挙
げ
た
元
徳
秀
の
「
于
蔿
」
は
、
こ
う
し
た
『
毛
詩
』「
大
序
」

に
お
け
る
「
詩
人
」
の
視
座
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
歌
謡
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
ま
す
。
元
結
の
「
系
楽
府
十
二
首
」
も
、「
詩
人
」
の
視
座
を
持
つ

元
子
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た (

)

も
の
で
す
。「
系
楽
府
」
は
、
楽
府
を
継
承

13

す
る
と
い
う
意
味
で
す
。
制
作
年
は
、
商
余
山
中
に
あ
っ
た
天
宝
一
〇
載

（
七
五
一
）
頃
と
さ
れ
て
い
ま
す (

)

。
14

「
系
楽
府
十
二
首
」
に
は
、
太
古
の
純
朴
な
世
や
東
夷
の
古
風
な
音
楽

へ
の
憧
れ
、
人
々
の
艱
難
辛
苦
、
在
野
の
士
の
嘆
き
な
ど
を
詠
じ
た
作
品

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
か
ら
「
去
郷
悲
」
を
取
り
上
げ
ま
す
。

去
郷
悲

郷
を
去
る
悲
し
み

踟
蹰
古
塞
関

踟
蹰
す
た
ち
も

と
お
る

古
の
塞
関

ち

ち
ゆ
う

悲
歌
為
誰
長

悲
歌

誰
が
為
に
か
長
き

日
行
見
孤
老

日
に
行
き
て
孤
老
を
見
る

羸
弱
相
提
将

羸
弱
ぐ
っ
た
り
と
し

て
弱
々
し
い

相
提
将
支
え

合
う

す

る
い
じ
や
く

聞
其
呼
怨
声

其
の
呼
怨
の
声
を
聞
き

05

聞
声
問
其
方

声
を
聞
き
て
其
の
方
に
問
ふ

乃
言
無
患
苦

乃
ち
言
ふ

患
苦
無
く
ん
ば

豈
棄
父
母
郷

豈
に
父
母
の
郷
を
棄
て
ん
や
と

非
不
見
其
心

其
の
心
を
見
ざ
る
に
非
ず

仁
恵
誠
所
望

仁
恵

誠
に
望
む
所
な
り

10

念
之
何
可
説

之
を
念
ふ
も
何
ぞ
説
く
べ
け
ん
や

お
も

独
立
為
悽
傷

独
り
立
ち
て
為
に
悽
傷
傷
み
悲

し
む

す

悲
歌
し
つ
つ
故
郷
を
捨
て
て
去
っ
て
い
く
寄
る
辺
な
い
老
人
た
ち
を
詠

じ
た
作
品
で
す
。
こ
の
詩
の
語
り
手
（
叙
情
的
主
体
「
我
」）
は
元
子
で

す
。
元
子
は
辺
境
の
古
い
関
所
の
あ
た
り
で
立
ち
も
と
お
り
、
悲
し
ん
で

歌
っ
て
い
ま
す
。
ま
ず
自
ら
の
こ
と
を
提
示
し
、
自
ら
の
悲
歌
は
だ
れ
の

た
め
な
の
か
、
と
読
者
に
問
い
か
け
ま
す
。
第
三
、
四
句
は
そ
の
答
え
で

す
。
元
子
は
昼
間
出
か
け
て
い
き
、
身
寄
り
も
な
く
や
つ
れ
て
弱
々
し
い

老
人
た
ち
が
支
え
合
い
な
が
ら
歩
い
て
い
る
の
を
目
に
し
、
彼
ら
に
問
い

か
け
ま
す
。
す
る
と
老
人
た
ち
は
、「
愁
い
と
苦
し
み
が
な
け
れ
ば
、
ど

う
し
て
父
母
の
郷
村
を
捨
て
ま
し
ょ
う
か
。」
と
答
え
ま
す
。
元
子
は
そ

の
絶
望
の
言
葉
の
奥
底
に
慈
愛
に
満
ち
た
政
治
を
願
う
気
持
ち
を
は
っ
き

り
と
感
じ
取
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
彼
ら
の
心
情
を
朝
廷
に
訴
え
よ
う
と

す
る
の
で
す
が
、
在
野
の
士
で
あ
る
自
ら
に
は
そ
の
手
立
て
が
な
く
、
た

だ
立
ち
尽
く
し
て
傷
み
悲
し
む
だ
け
で
あ
る
と
、「
詩
人
」
と
し
て
の
我

の
心
情
を
表
出
し
て
い
ま
す
。

「
系
楽
府
十
二
首
」
を
制
作
し
た
元
子
は
『
毛
詩
』
大
序
に
お
け
る
「
詩

人
」
の
視
座
を
持
つ
者
で
す
。「
系
楽
府
十
二
首
」
の
中
に
は
、
こ
の
「
去

郷
悲
」
以
外
に
も
、
訴
え
る
す
べ
を
持
た
な
い
者
、
捨
て
去
ら
れ
た
者
の

モ
チ
ー
フ
を
持
つ
作
品
が
数
首
あ
り
ま
す (

)

。
元
結
は
、
彼
ら
の
心
を
自
ら

15

の
も
の
と
し
て
詠
じ
た
作
品
が
、
天
子
に
嘉
納
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
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る
の
で
す
。
こ
の
表
現
の
あ
り
方
は
説
楚
賦
三
編
と
重
な
り
ま
す
。
賦
や

楽
府
、
散
文
に
よ
る
規
諷
・
諷
諭
は
、
在
野
の
士
で
あ
っ
た
頃
の
元
結
の

自
己
表
出
の
手
段
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
諷
諭
の
営
み
の
根
柢
に
は
、
王
朝

へ
の
強
い
求
心
性
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

（
四
）
道
傍
の
過
ぐ
る
者
︱
杜
甫
「
兵
車
行
」

「
去
郷
悲
」
の
叙
情
の
構
造
は
、
以
下
に
挙
げ
る
杜
甫
「
兵
車
行
」
と

も
重
な
り
ま
す
。

兵
車
行

車
轔
轔

馬
蕭
蕭

車
轔
轔

馬
蕭
蕭

り
ん
り
ん

行
人
弓
箭
各
在
腰

行
人
の
弓
箭
各
腰
に
在
り

耶
嬢
妻
子
走
相
送

耶
嬢
妻
子
走
り
て
相
送
り

や

じ
よ
う

塵
埃
不
見
咸
陽
橋

塵
埃
に
見
え
ず
咸
陽
橋

か
ん
よ
う

牽
衣
頓
足
攔
道
哭

衣
を
牽
き
足
を
頓
し
道
を
攔
り
て
哭
し

さ
へ
ぎ

05

哭
声
直
上
干
雲
霄

哭
声
直
上
し
て
雲
霄
を
干
す

う
ん
し
よ
う

お
か

道
傍
過
者
問
行
人

道
傍
の
過
ぐ
る
者
行
人
に
問
へ
ば

行
人
但
云
点
行
頻

行
人
但
だ
云
ふ
点
行
頻
り
な
り

し
き

或
従
十
五
北
防
河

或
い
は
十
五
よ
り
北
の
か
た
河
を
防
ぎ

便
至
四
十
西
営
田

便
ち
四
十
に
至
る
も
西
の
か
た
田
を
営
む

す
な
は

10

去
時
里
正
与
裹
頭

去
り
し
時
里
正
与
に
頭
を
裹
み

た
め

つ
つ

帰
来
頭
白
還
戍
辺

帰
り
来
た
れ
ば
頭
白
く
し
て
還
た
辺
を
戍
る

ま

ま
も

辺
庭
流
血
成
海
水

辺
庭
の
流
血
海
水
を
成
す
も

武
皇
開
辺
意
未
已

武
皇
辺
を
開
く
意
未
だ
已
ま
ず

君
不
聞
漢
家
山
東
二
百
州

君
聞
か
ず
や
漢
家
山
東
の
二
百
州

15

千
村
万
落
生
荊
杞

千
村
万
落
荊
杞
を
生
ず
る
を

け
い
き

縦
有
健
婦
把
鋤
犂

縦
ひ
健
婦
の
鋤
犂
を
把
る
有
る
も

た
と

じ
よ
り

と

禾
生
隴
畝
無
東
西

禾
は
隴
畝
に
生
じ
て
東
西
無
し

か

ろ
う
ほ

況
復
秦
兵
耐
苦
戦

況
ん
や
復
た
秦
兵
は
苦
戦
に
耐
ふ
れ
ば

被
駆
不
異
犬
与
鶏

駆
ら
る
る
こ
と
犬
と
鶏
と
に
異
な
ら
ず

20

長
者
雖
有
問

長
者
問
ふ
有
り
と
雖
も

役
夫
敢
伸
恨

役
夫
敢
て
恨
み
を
伸
べ
ん
や

の

且
如
今
年
冬

且
つ
今
年
の
冬
の
ご
と
き
は

未
休
関
西
卒

未
だ
関
西
の
卒
を
休
め
ず

や

県
官
急
索
租

県
官
急
に
租
を
索
む
る
も

も
と

25

租
税
従
何
出

租
税
何
く
よ
り
出
だ
さ
ん

い
づ

信
知
生
男
悪

信
に
知
る
男
を
生
む
は
悪
し
く

ま
こ
と

反
是
生
女
好

反
て
是
れ
女
を
生
む
は
好
き
を

か
へ
つ

生
女
猶
得
嫁
比
鄰

女
を
生
ま
ば
猶
ほ
比
隣
に
嫁
す
る
を
得
る
も

生
男
埋
没
随
百
草

男
を
生
ま
ば
埋
没
し
て
百
草
に
随
は
ん

30

君
不
見
青
海
頭

君
見
ず
や
青
海
の
頭ほ

と
り

古
来
白
骨
無
人
収

古
来
白
骨
人
の
収
む
る
無
く

新
鬼
煩
冤
旧
鬼
哭

新
鬼
は
煩
冤
し
旧
鬼
は
哭
し

は
ん
え
ん

天
陰
雨
湿
声
啾
啾

天
陰
り
雨
湿
ひ
て
声
啾
啾
た
る
を

く
も

し
ゆ
う
し
ゆ
う

「
去
郷
悲
」
で
は
、
元
子
が
、
郷
里
を
捨
て
て
去
っ
て
い
く
寄
る
辺
な

い
老
人
た
ち
を
見
か
け
て
問
い
か
け
、
老
人
た
ち
が
答
え
る
と
い
う
展
開

に
な
っ
て
い
ま
す
。
一
方
、「
兵
車
行
」
で
は
、
出
征
兵
士
と
彼
ら
を
見

送
る
者
た
ち
の
姿
が
描
か
れ
、「
道
傍
過
者
」
が
兵
士
た
ち
に
問
い
か
け
、

彼
ら
が
そ
れ
に
答
え
る
形
で
展
開
し
て
い
ま
す
。
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元
結
の
作
品
で
は
、
孤
老
に
問
い
か
け
る
の
が
、
叙
情
的
主
体
で
あ
る

「
我
」、
す
な
わ
ち
元
子
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
し
た
。
一
方
、「
兵
車

行
」
で
出
征
兵
士
た
ち
に
問
い
か
け
て
い
る
「
道
傍
過
者
」
は
い
っ
た
い

誰
な
の
か
、
や
や
曖
昧
で
す
。「
道
傍
過
者
」
は
、
例
え
ば
「
道
ば
た
を

通
り
か
か
っ
た
人
。
全
く
の
三
人
称
と
も
、
杜
甫
自
身
と
も
取
れ
る (

)

」
の

16

よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
。
元
結
に
つ
い
て
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の

よ
う
な
政
治
的
主
張
を
目
的
と
す
る
新
楽
府
に
お
い
て
は
、
杜
甫
も
や
は

り
『
毛
詩
』
大
序
に
お
け
る
「
詩
人
」
の
視
座
を
持
っ
た
者
と
し
て
作
品

を
制
作
し
て
い
る
と
考
え
た
方
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。「
全
く
の
三
人
称
」

と
し
た
場
合
は
、
叙
情
的
主
体
（
語
り
手
）
が
「
詩
人
」
の
「
我
」
で
あ

り
、
兵
士
た
ち
に
語
ら
せ
る
た
め
に
、「
道
傍
過
者
」
を
登
場
さ
せ
た
と

解
釈
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
「
詩
人
」
自
身
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

こ
の
詩
の
語
り
手
は
「
道
傍
過
者
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ど
ち
ら
の
解
釈
も
可
能
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、「
全
く
の
三
人
称
」
の

場
合
、「
道
傍
過
者
」
を
登
場
さ
せ
ず
、
単
に
「
行
人
に
問
え
ば
︙
︙
」

と
す
る
だ
け
で
も
十
分
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
や
は
り
「
詩
人
」
に
と

っ
て
は
「
道
傍
過
者
」、
つ
ま
り
通
り
か
か
っ
た
者
で
あ
る
「
我
」
の
視

点
が
重
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。「
去

郷
悲
」
の
元
子
は
、
孤
老
の
姿
に
心
を
痛
め
る
、
い
わ
ば
通
り
が
か
り
の

者
で
し
た
。「
兵
車
行
」
の
「
道
傍
過
者
」
で
あ
る
「
我
」
も
、
出
征
兵

士
を
見
送
る
哭
声
に
満
ち
た
悲
惨
な
情
景
を
目
の
当
た
り
に
し
て
驚
き
い

ぶ
か
り
、心
を
痛
め
、兵
士
た
ち
に
問
い
か
け
た
と
読
み
た
い
も
の
で
す
。

通
り
が
か
り
の
「
我
」
は
寡
黙
で
あ
っ
て
、
出
征
兵
士
の
言
葉
に
ひ
た

す
ら
耳
を
傾
け
て
い
ま
す
。
兵
士
の
言
葉
が
ど
こ
ま
で
か
に
つ
い
て
は
い

く
つ
か
の
解
釈
が
あ
り
ま
す
が
、「
点
行
頻
」
か
ら
末
尾
ま
で
が
兵
士
た

ち
の
言
葉
で
あ
り
、
彼
ら
の
心
を
自
ら
の
心
と
し
た
「
我
」
の
言
葉
で
も

あ
っ
た
と
解
釈
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か (

)

。「
我
」
は
、
彼
ら

17

の
言
葉
の
奥
に
怒
り
や
絶
望
、
慈
愛
に
満
ち
た
政
治
へ
の
願
い
を
見
、
そ

れ
を
自
ら
の
心
と
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
が
杜
甫
に
お
け
る
「
詩
人

一
国
の
意
を
覧
て
、以
て
己
が
心
と
為
す
」と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。

み

古
典
探
求
の
授
業
で
は
、
厳
し
い
社
会
批
判
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら

ず
、
こ
う
し
た
「
詩
人
」
と
し
て
の
視
座
と
い
う
観
点
を
取
り
入
れ
る
と
、

作
品
の
読
み
が
さ
ら
に
深
ま
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

四
、「
舂
陵
行
」
と
「
賊
退
示
官
吏
」

元
結
の
諷
諭
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
見
て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
元
結
は
広
徳
元
年
（
七
六
三
）
九
月
に
道
州
刺

史
を
授
け
ら
れ
、
翌
年
五
月
に
着
任
す
る
や
、
道
州
の
惨
状
と
厳
し
い
徴

税
に
直
面
し
、租
税
減
免
の
嘆
願
書
を
中
央
に
送
る
と
と
も
に
、楽
府「
舂

陵
行
」
を
制
作
し
、
続
い
て
「
賊
退
示
官
吏
」
詩
を
著
し
ま
し
た
。

舂
陵
行
并
序

癸
卯
歳
、
漫
叟
授
道
州
刺
史
。
道
州
旧
四
万
戸
、
経
賊
以
来
、
不
満
四
千
、

大
半
不
勝
賦
税
。
至
官
未
五
十
日
、
承
諸
使
徴
求
、
符
牒
二
百
余
封
。
皆

曰
、
失
其
限
者
罪
至
貶
削
。
於
戯
、
若
悉
応
其
命
、
則
州
県
破
乱
。
刺
史

欲
焉
逃
罪
。
若
不
応
命
、
又
即
獲
罪
戻
、
必
不
免
也
。
吾
将
守
官
、
静
以

安
人
、
待
罪
而
已
。
此
州
是
舂
陵
故
地
。
故
作
舂
陵
行
以
達
下
情
。

癸
卯
の
歳
広
徳

元
年

、
漫
叟
道
州
刺
史
を
授
け
ら
る
。
道
州
は
旧
四
万
戸
、
賊

き

ぼ
う

ま
ん
そ
う

も
と

安
史

の
乱

を
経
て
以
来
、
四
千
に
満
た
ず
、
大
半
は
賦
税
租税

に
勝
へ
ず
。
官
に

た
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至
り
て
未
だ
五
十
日
な
ら
ざ
る
に
、
諸
使
の
徴
求
、
符
牒
公
文

書

二
百
余
封

を
承
く
。
皆
曰
は
く
、
其
の
限
期限

を
失
ふ
者
は
罪
貶
削
左
遷

降
格

に
至
る
、
と
。

於
戯
、若
し
悉
く
其
の
命
に
応
ぜ
ば
、則
ち
州
県
破
乱
し
、刺
史
は
焉

あ

あ

も

こ
と
ご
と

い
づ

く
に
か
罪
を
逃
れ
ん
と
欲
す
る
。若
し
命
に
応
ぜ
ず
ん
ば
、又
即
ち
罪
戻

ざ
い
れ
い

罪
や

過
失

を
獲
ん
こ
と
、
必
ず
免
れ
ざ
る
な
り
。
吾
将
に
官
を
守
り
、
静
以
て

え

人
を
安
ん
じ
、
罪
を
待
た
ん
と
す
る
の
み
。
此
の
州
は
是
れ
舂
陵
の
故

地
な
り
。
故
に
舂
陵
の
行
を
作
り
て
以
て
下
情
を
達
す
。

う
た

軍
国
多
所
需

軍
国
軍
事
と

国
政

需
る
所
需要

多
し

も
と
む

切
責
在
有
司

切
責
は
有
司
役人

に
在
り

有
司
臨
郡
県

有
司
郡
県
に
臨
み

刑
法
竟
欲
施

刑
法
竟
に
施
さ
ん
と
欲
す
租
税
の
徴
収
に
刑
罰

を
用
い
よ
う
と
す
る

つ
ひ

供
給
豈
不
憂

供
給
豈
に
憂
へ
ざ
ら
ん
や

あ

05

征
斂
又
可
悲

征
斂
徴税

又
悲
し
む
べ
し

せ
い
れ
ん

州
小
経
乱
亡

州
小
に
し
て
乱
亡
安
史
の
乱
に

よ
る
敗
亡

を
経
た
り

へ

遺
人
実
困
疲

遺
人
残
さ
れ

た
人
々

実
に
困
疲
す

大
郷
無
十
家

大
郷
に
十
家
無
く

大
族
命
単
羸

大
族
も
命
あ
る
は
単
羸
幼
く
弱
々

し
い
孤
児

な
り

た
ん
る
い

10

朝
餐
是
草
根

朝
餐
は
是
れ
草
根
に
し
て

暮
食
是
木
皮

暮
食
は
是
れ
木
皮
な
り

出
言
気
欲
絶

言
を
出
だ
せ
ば
気
絶
え
ん
と
欲
し

意
速
行
歩
遅

速
か
な
ら
ん
と
意
ふ
も
行
歩
遅
し

お
も

追
呼
尚
不
忍

追
呼
庶
民
の
家
に
押
し
か
け
、
わ
め

き
立
て
て
租
税
を
取
り
立
て
る

す
る
も
尚
ほ
忍
び
ず

15

況
乃
鞭
撲
之

況
や
乃
ち
之
を
鞭
撲
す
る
を
や

べ
ん
ぼ
く

郵
亭
伝
急
符

郵
亭
宿駅

急
符
を
伝
へ

来
往
迹
相
追

来
往
迹
相
追
ふ
使
者
の
往

来
が
続
く

あ
と

更
無
寛
大
恩

更
に
全く

寛
大
の
恩
無
く

但
有
迫
促
期

但
だ
迫
促
の
期
有
り

20

欲
令
鬻
児
女

児
女
を
鬻
が
し
め
ん
と
欲
す
る
も

ひ
さ

言
発
恐
乱
随

言
発
す
れ
ば
恐
ら
く
は
乱
騒乱

随
は
ん

悉
使
索
其
家

悉
く
其
の
家
を
索
め
し
む
る
も

こ
と
ご
と

も
と

而
又
無
生
資

而
れ
ど
も
又
生
資
生
き
て
い
く
元

手
と
な
る
も
の

無
し

聴
彼
道
路
言

彼
の
道
路
の
言
を
聴
く
に

25

怨
傷
誰
復
知

怨
傷
誰
か
復
た
知
ら
ん

去
冬
山
賊
来

去
冬
山
賊
来
た
り

殺
奪
幾
無
遺

殺
奪
し
て
幾
ど
遺
す
無
し

ほ
と
ん

の
こ

所
願
見
王
官

願
ふ
所
は
王
官
王
朝
の

役
人

の

撫
養
以
恵
慈

撫
養
す
る
に
恵
慈
を
以
て
す
る
を
見
ん
こ
と
な
り

30

奈
何
重
駆
逐

奈
何
ん
ぞ
重
ね
て
駆
逐
し
て

い
か
ん

不
使
存
活
為

存
活
を
為
さ
し
め
ざ
る
と

安
人
天
子
命

人
を
安
ん
ず
る
は
天
子
の
命
な
り

符
節
我
所
持

符
節
刺
史
の

割
り
符

は
我
の
持
つ
所
な
り

州
県
忽
乱
亡

州
県
忽
ち
乱
亡
せ
ば

35

得
罪
復
是
誰

罪
を
得
る
は
復
た
是
れ
誰
ぞ

逋
緩
違
詔
令

逋
緩
税
の
納
入
を
延

期
軽
減
す
る

せ
し
め
て
詔
令
に
違
ふ

ほ
か
ん

た
が

蒙
責
固
所
宜

責
を
蒙
る
は
固
よ
り
宜
し
き
所
な
り

よ
ろ

前
賢
重
守
分

前
賢
は
分
を
守
る
自
ら
の
本

分
を
守
る

を
重
ん
ず

悪
以
禍
福
移

悪
く
ん
ぞ
禍
福
を
以
て
移
ら
ん

い
づ

40

亦
云
貴
守
官

亦
た
云
に
官
を
守
る
を
貴
び

ま

こ
こ

不
愛
能
適
時

能
く
時
に
適
ふ
時
世
に
合

わ
せ
る

を
愛
せ
ず

よ

か
な



- 9 -

顧
惟
孱
弱
者

顧
み
る
に
惟
れ
孱
弱
の
者
柔
弱

な
者

な
る
も

こ

せ
ん
じ
や
く

正
直
当
不
虧

正
直
当
に
虧
か
ざ
る
べ
し

せ
い
ち
よ
く

か

何
人
采
国
風

何
人
か
国
風
諸
国
の

民
謡

を
采
ら
ん

と

45

吾
欲
献
此
辞

吾
此
の
辞
を
献
ぜ
ん
と
欲
す

賊
退
示
官
吏

癸
卯
歳
、
西
原
賊
入
道
州
、
焚
焼
殺
掠
、
幾
尽
而
去
。
明
年
、
賊
又

攻
永
州
、
破
邵
、
不
犯
此
州
辺
鄙
而
退
。
豈
力
能
制
敵
歟
。
蓋
蒙
其
傷

憐
而
已
。
諸
使
何
為
忍
苦
徴
斂
。
故
作
詩
一
篇
、
以
示
官
吏
。

癸
卯
の
歳
、
西
原
の
賊
道
州
に
入
り
、
焚
焼
殺
掠
、
幾
ど
尽
く

き
ぼ
う

ふ
ん
し
ょ
う
さ
つ
り
や
く

ほ
と
ん

し
て
去
る
。
明
年
、
賊
又
永
州
を
攻
め
、
邵
邵州

を
破
る
も
、
此
の
州

し
よ
う

の
辺
鄙
な
る
を
犯
さ
ず
し
て
退
く
。豈
に
力
能
く
敵
を
制
せ
ん
や
。蓋

あ

け
だ

し
其
の
傷
憐
を
蒙
る
の
み
。
諸
使
何
為
れ
ぞ
忍
苦
苦
し
み
を

こ
ら
え
る

し
て
徴
斂

ち
よ
う
れ
ん

せ
ん
や
。
故
に
詩
一
篇
を
作
り
て
、
以
て
官
吏
に
示
す
。

昔
歳
逢
太
平

昔
歳
太
平
に
逢
ひ

山
林
二
十
年

山
林
に
あ
る
こ
と
二
十
年

泉
源
在
庭
戸

泉
源
庭
戸
に
在
り

洞
壑
当
門
前

洞
壑
門
前
に
当
た
る

ど
う
が
く

井
税
有
常
期

井
税
租税

に
常
期
有
り

05

日
晏
猶
得
眠

日
晏
く
し
て
猶
ほ
眠
る
を
得
た
り

お
そ

忽
然
遭
世
変

忽
然
と
し
て
世
変
安
史

の
乱

に
遭
ひ

数
歳
親
戎
旃

数
歳
親
ら
戎
旃
反
乱
軍
と
の
戦

い
に
加
わ
る

す

み
づ
か

じ
ゅ
う
せ
ん

今
来
典
斯
郡

今
来
斯
の
郡
を
典
る
に

こ

つ
か
さ
ど

山
夷
又
紛
然

山
夷
山
中
の

異
民
族

又
紛
然
入
り
乱

れ
る

た
り

10

城
小
賊
不
屠

城
小
に
し
て
賊
屠
ら
ず

ほ
ふ

人
貧
傷
可
憐

人
貧
に
し
て
傷
み
て
憐
む
べ
し
と
す

是
以
陥
隣
境

是
を
以
て
隣
境
を
陥
る
る
も

こ
こ

此
州
独
見
全

此
の
州
独
り
全
く
せ
ら
る

使
臣
将
王
命

使
臣
中
央
か
ら
派
遣

さ
れ
た
官
吏

は
王
命
を
将
ふ

お
こ
な

15

豈
不
如
賊
焉

豈
に
賊
だ
に
も
如
か
ざ
ら
ん
や

し

今
彼
徴
斂
者

今
彼
の
徴
斂
租
税
を
徴

収
す
る

の
者

迫
之
如
火
煎

之
に
迫
る
こ
と
火
の
煎
る
が
ご
と
し

い

誰
能
絶
人
命

誰
か
能
く
人
命
を
絶
ち
て

以
作
時
世
賢

以
て
時
世
の
賢
と
作
ら
ん

20

思
欲
委
符
節

符
節
を
委
て

す

引
竿
自
刺
舟

竿
を
引
き
て
自
ら
舟
に
刺
さ
お

さ
す

さ
ん
と
思
欲
す

将
家
就
魚
麦

家
を
将
ゐ
て
魚
麦
に
就
き

ひ
き

帰
老
江
海
辺

帰
り
て
江
海
の
辺
都
を
遠
く

離
れ
た
地

に
老
い
ん

ほ
と
り

（
一
）
漫
叟

「
舂
陵
行
」
序
の
冒
頭
に
「
癸
卯
の
歳
、
漫
叟
道
州
刺
史
を
授
け
ら
る
」

き

ぼ
う

ま
ん
そ
う

と
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
漫
叟
」
は
元
結
の
号
で
す
。

自
ら
が
漫
叟
を
名
乗
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
元
結
は
「
漫
論
」
（
→
資

料
⑥
）と
い
う
論
を
著
し
て
い
ま
す
。「
漫
論
」
は
、
序
も
含
ん
で
二
六
回

も
「
漫
」
字
が
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
、
規
律
や
法
規
を
遵
守
す
る
だ
け
の

中
央
の
官
僚
世
界
に
対
峙
し
、
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
ぬ
勝
手
気
ま
ま
な
老
人

（
漫
叟
）
と
し
て
自
ら
を
位
置
づ
け
て
い
く
、
諧
謔
を
含
ん
だ
論
で
す
。

序
に
お
い
て
「
臣
結
」
な
ど
で
は
な
く
漫
叟
と
し
た
の
は
、
道
州
の
人

々
の
窮
乏
、
徴
税
や
刺
史
の
あ
り
方
を
天
子
に
伝
え
、
仁
愛
、
慈
愛
に
満
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ち
た
政
治
を
実
現
す
る
こ
と
を
願
う
に
は
、
中
央
の
官
吏
の
視
座
で
は
な

く
、『
毛
詩
』
大
序
の
「
詩
人
」
と
し
て
の
諷
諭
、
規
諷
の
視
座
を
持
つ

者
が
必
要
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

（
二
）「
舂
陵
行
」「
賊
退
示
官
吏
」

「
舂
陵
行
」
に
は
、
道
州
の
人
々
の
窮
乏
が
彼
ら
の
言
葉
と
漫
叟
の
言

葉
に
よ
っ
て
語
ら
れ
、
租
税
を
減
免
す
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
問
わ
れ

る
刺
史
の
責
任
、
更
迭
へ
の
覚
悟
、
民
生
を
安
ん
ず
る
こ
と
が
本
来
の
刺

史
の
あ
り
か
た
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
一
片
の
迷
い
も
な
く
述
べ
ら
れ
、

そ
し
て
こ
の
歌
謡
が
嘉
納
さ
れ
る
こ
と
へ
の
願
い
が
吐
露
さ
れ
て
い
ま

す
。
杜
甫
が
感
動
し
た
の
も
う
な
ず
け
ま
す
。
唐
代
諷
諭
詩
の
傑
作
と
言

っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

一
方
、「
賊
退
示
官
吏
」
は
道
州
の
官
吏
に
示
し
た
詩
で
す
。
ま
ず
、

安
史
の
乱
以
前
の
平
穏
な
日
々
を
思
い
起
こ
し
、
現
在
の
騒
然
た
る
道
州

の
状
況
が
対
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
山
賊
が
道
州
の
あ
ま
り
の
貧
し

さ
を
憐
れ
ん
で
略
奪
し
な
か
っ
た
こ
と
を
語
り
、
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
、

厳
し
い
徴
税
を
行
う
官
吏
が
対
置
さ
れ
ま
す
。
こ
の
二
重
の
対
置
構
造
に

よ
っ
て
、
現
在
の
状
況
が
強
調
さ
れ
、
徴
税
の
官
吏
が
山
賊
に
も
及
ば
な

い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
人
の
命
を
奪
う
者
が
時
代

の
賢
者
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
、
厳
し
い
表
現
で
徴
税
官
吏
の
批
判

が
展
開
さ
れ
ま
す
。そ
し
て
辞
官
の
思
い
を
述
べ
て
詩
を
結
ん
で
い
ま
す
。

二
首
の
う
ち
、「
舂
陵
行
」
は
、
社
会
の
批
判
を
目
的
と
す
る
も
の
で

は
な
く
、
刺
史
と
し
て
の
自
ら
の
立
場
と
徴
税
の
軽
減
、
停
止
を
選
択
す

る
に
至
っ
た
理
由
を
述
べ
、
租
税
の
減
免
を
願
う
上
奏
文
「
奏
免
科
率
状

（
科
率
を
免
ず
る
を
奏
す
る
状
）」
と
互
い
に
補
完
し
つ
つ
、
道
州
の
人

々
の
状
況
を
よ
り
印
象
的
に
中
央
に
伝
え
、
あ
る
べ
き
刺
史
の
姿
を
示
す

こ
と
に
よ
っ
て
、君
主
が
政
を
改
め
る
よ
う
に
諭
す
、諷
諭
の
作
品
で
す
。

ま
た
「
賊
退
示
官
吏
」
は
、
中
央
の
官
僚
に
で
は
な
く
、
身
近
に
い
る
官

吏
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、「
誰
能
絶
人
命
、
以
作
時

世
賢
（
誰
か
能
く
人
命
を
絶
ち
て
、
以
て
時
世
の
賢
と
作
ら
ん
）」
と
い

う
よ
う
な
激
越
な
表
現
が
可
能
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す (

)

。
18

五
、
諷
諭
と
し
て
の
「
大
唐
中
興
頌
」

最
後
に
、「
大
唐
中
興
頌
」
（
→
資
料
⑦
）を
取
り
上
げ
ま
す
。

こ
の
頌
は
、
四
言
四
五
句
、
毎
句
押
韻
、
三
句
ご
と
に
換
韻
さ
れ
、
九

句
一
節
の
五
節
構
成
と
な
っ
て
い
ま
す
。
長
安
と
洛
陽
が
回
復
さ
れ
た
至

徳
二
載
（
七
五
七
）
の
四
年
後
、
上
元
二
年
（
七
六
一
）
八
月
に
第
四
節

ま
で
制
作
さ
れ
、
大
暦
六
年
（
七
七
一
）、
浯
渓
の
摩
崖
に
刻
す
る
に
当

た
っ
て
第
五
節
が
加
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

第
一
節
は
、
安
史
の
乱
以
前
の
状
況
と
乱
の
発
生
、
玄
宗
の
蒙
塵
と
そ

の
時
の
百
官
の
状
況
を
端
的
に
述
べ
て
い
ま
す
。
安
史
の
乱
前
の
時
期
は

太
平
の
御
代
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
李
林
甫
等
「
孽
臣
」
が
国
権
を
弄
び
、

道
理
に
は
ず
れ
た
こ
と
を
行
い
、
様
々
な
災
い
を
も
た
ら
し
て
い
た
時
代

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
大
乱
の
背
後
に
国
権
を
弄
ぶ
者
た
ち
の
存

在
を
見
て
い
る
の
で
す
。
第
二
、
三
節
は
、
粛
宗
が
人
々
を
糾
合
し
て
瞬

く
間
に
両
京
を
回
復
し
た
こ
と
を
、
第
四
節
で
は
賞
罰
が
厳
正
に
行
わ
れ

た
こ
と
を
称
え
て
い
ま
す
。
第
五
節
に
は
、
頌
を
浯
渓
に
刻
む
こ
と
と
そ

の
意
図
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
頌
は
、
も
っ
ぱ
ら
中
興
を
称
美
し
て
肅
宗
の
大
業
を
称
え
た
も
の
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で
あ
る (

)

と
も
、
肅
宗
の
不
孝
を
批
判
す
る
諷
刺
の
作
で
あ
る (

)

と
も
読
ま
れ

19

20

て
き
ま
し
た
。

こ
の
頌
が
制
作
さ
れ
た
頃
、
宦
官
李
輔
国
の
専
横
は
す
さ
ま
じ
く
、
上

元
二
年
八
月
に
は
刑
部
尚
書
を
拝
し
、
さ
ら
に
宰
相
の
位
を
狙
っ
て
い
ま

し
た
。
後
に
は
禁
軍
も
掌
握
し
、
制
勅
は
彼
か
ら
出
る
よ
う
に
な
っ
て
い

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

顔
真
卿
は
こ
の
頃
の
こ
と
を
振
り
返
り
、
李
輔
国
や
宰
相
が
権
柄
を
専

ら
に
し
た
た
め
、
政
治
は
そ
の
場
し
の
ぎ
の
も
の
と
な
り
、
誰
も
直
言
す

る
者
が
な
く
、
内
外
の
憂
患
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
言
い
、
粛
宗
は
こ
の
た

め
に
寿
命
を
縮
め
、
痛
恨
の
極
み
で
あ
っ
た
と
明
言
し
て
い
ま
す (

)

。
21

「
大
唐
中
興
頌
」
は
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
書
か
れ
た
の
で
す
か

ら
、
単
に
王
朝
を
称
美
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
顔
真
卿

の
立
場
と
は
相
容
れ
な
い
こ
と
と
な
り
、
彼
が
こ
の
頌
を
揮
毫
す
る
こ
と

は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

こ
の
「
大
唐
中
興
頌
」
は
、
両
京
の
回
復
と
い
う
大
業
を
成
し
遂
げ
た

粛
宗
の
盛
徳
に
感
動
し
、
中
興
を
称
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
現
在
の

状
況
を
想
起
さ
せ
る
諷
諭
の
作
品
な
の
で
す (

)

。
す
な
わ
ち
、
王
朝
が
上
下

22

と
も
に
安
逸
に
流
れ
、
賞
罰
が
宜
し
き
を
失
い
、
天
子
は
奥
深
く
に
あ
っ

て
人
々
の
苦
難
の
声
も
届
か
ず (

)

、
李
輔
国
が
専
横
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て

23

い
る
現
状
が
、
安
史
の
乱
前
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
こ
と
を
想
起
し
、
上

下
が
心
を
一
つ
に
し
て
い
た
中
興
の
時
を
思
い
、
李
輔
国
の
ご
と
き
姦
臣

を
除
き
、
賞
罰
を
正
す
よ
う
に
、
粛
宗
を
諭
す
諷
諭
の
作
と
し
て
解
釈
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
こ
の
頌
を
揮
毫
し
た
顔

真
卿
の
思
い
も
理
解
で
き
る
で
し
ょ
う
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
諷
諭
・
規
諷
と
い
う
こ
と
に
焦
点
を
あ
て
て
元
結
の
文
学
に

つ
い
て
述
べ
て
き
ま
し
た
が
、
彼
の
社
会
へ
の
視
座
と
奇
怪
な
水
石
へ
の

傾
倒
と
い
う
相
異
な
る
二
つ
の
志
向
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
に
つ
い

て
補
足
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

こ
の
二
つ
の
志
向
は
中
唐
、
白
居
易
の
兼
済
と
独
善
、
閑
適
と
い
う
志

向 (
)

を
想
起
さ
せ
ま
す
が
、
元
結
の
場
合
は
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
ま
す
。

24

元
結
は
、
怪
異
な
水
石
に
命
名
し
、
多
く
の
銘
や
詩
を
制
作
し
て
い
ま

す
。
そ
れ
ら
の
銘
の
中
に
は
明
確
に
規
諷
の
意
図
を
持
つ
も
の
（
→
資
料

⑧
）が
あ
り
、
ま
た
水
石
の
空
間
を
称
美
し
、
そ
こ
に
自
適
す
る
喜
び
を

表
出
す
る
銘
（→
資
料
⑨
）も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
銘
に
は
、
そ
の
世
界

の
価
値
、
そ
こ
に
自
適
す
る
自
ら
の
あ
り
か
た
を
世
人
に
示
し
、
世
人
を

諭
す
と
い
う
意
識
を
窺
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
う
し
た
表
現
の
根
柢
に

あ
る
の
は
諷
諭
、
規
諷
の
意
識
で
す
。
元
結
は
、
怪
異
な
水
石
の
世
界
に

あ
っ
て
自
適
す
る
者
の
歓
び
を
表
出
す
る
と
と
も
に
、
諷
諭
・
規
諷
の
表

現
行
為
に
よ
っ
て
、
憂
憤
を
癒
や
し
、
安
ら
ぎ
を
得
て
い
た
の
で
す
。

規
諷
の
作
で
あ
る
「
大
唐
中
興
頌
」
が
自
適
の
空
間
で
あ
っ
た
浯
渓
の

摩
崖
に
刻
ま
れ
た
こ
と
は
、
諷
諭
と
い
う
営
み
が
手
法
の
レ
ベ
ル
を
超
え

て
、
言
わ
ば
彼
の
中
に
内
在
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
象
徴
的
に
示
し
て
い

る
で
し
ょ
う
。

本
日
の
拙
い
話
は
新
し
い
知
見
を
お
示
し
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
生
徒
た
ち
が
興
味
を
も
っ
て
自
ら
古
典
を
探
究
し
て
い
く
、
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そ
の
契
機
と
な
る
よ
う
な
授
業
の
構
想
に
、
わ
ず
か
で
も
ご
参
考
に
し
て

い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
に
存
じ
ま
す
。ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

〔
注
〕

(
)

「
海
陽
泉
帖
」
は
、
早
稲
田
大
学
古
典
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
で
見
る
こ
と
が
で

1
き
る
。

(
)

太
田
晶
二
郎
「
海
陽
泉
帖
考
」（『
太
田
晶
二
郎
著
作
集
第
一
冊
』、
吉
川
弘
文

2
館
、
一
九
九
一
、
一
二
六
︱
一
五
一
ペ
ー
ジ
）。
海
陽
泉
は
、
広
東
省
連
州
市
の

東
北
に
あ
っ
た
湖
。
元
結
は
、
広
徳
元
年
（
七
六
三
）
年
か
ら
永
泰
元
年
（
七
六

五
）
ま
で
、
そ
し
て
永
泰
二
年
（
七
六
六
）
か
ら
大
暦
三
年
（
七
六
八
）
ま
で
連

州
の
隣
州
で
あ
る
道
州
の
刺
史
（
長
官
）
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
。
約
五
〇
年
後
、

中
唐
の
詩
人
劉
禹
錫
（
七
七
二
︱
八
四
二
）
が
連
州
刺
史
に
左
遷
さ
れ
、
こ
の
海

陽
泉
の
地
で
「
海
陽
十
詠
」
と
「
吏
隱
亭
述
」
と
い
う
作
品
を
残
し
て
い
る
。
そ

の
「
吏
隱
亭
述
」
に
、「
海
陽
の
名
は
、
元
先
生
よ
り
す
。
先
生
元
結
、
其
の
碣
た
ち
い
し

に
銘
す
る
有
り
。
元
は
維
れ
仮
符
に
し
て
、
余
は
維
れ
左
遷
な
り
。（
海
陽
之
名
、

こ

自
元
先
生
。
先
生
元
結
、
有
銘
其
碣
。
元
維
假
符
、
余
維
左
遷
。）」
と
あ
り
、
元

結
が
「
海
陽
」
と
名
づ
け
、
銘
を
作
っ
た
こ
と
、
連
州
刺
史
（
攝
連
州
刺
史
）
で

あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

(
)

「
同
元
使
君
舂
陵
行
并
序
」（『
杜
詩
詳
注
』
巻
一
九
、『
杜
甫
全
詩
訳
注
』
作
品

3
番
号1154

）

(
)

松
浦
友
久
編
『
漢
詩
の
事
典
』（
大
修
館
書
店
、
一
九
九
九
、
七
二
九
ペ
ー
ジ
）

4
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

「
諷
」
の
字
は
「
風
」
と
も
書
き
、
風
が
草
を
無
理
な
く
靡
か
せ
る
よ
う
に
、

対
象
の
中
に
、
自
然
に
滲
み
込
ん
で
感
化
す
る
こ
と
。
つ
ま
り
「
諷
諭
」
と
は
、

正
面
か
ら
批
判
を
加
え
る
の
で
は
な
く
、
婉
曲
に
君
主
を
諫
め
諭
す
こ
と
で
あ

る
。
具
体
的
に
は
、
上
奏
文
の
よ
う
な
正
規
の
公
文
書
に
よ
ら
ず
、
不
特
定
の

読
者
を
想
定
す
る
詩
歌
の
形
を
取
っ
て
、
そ
れ
と
な
く
君
主
の
過
ち
を
諫
め
諭

す
こ
と
を
言
う
。

(
)

例
え
ば
『
大
唐
六
典
』
巻
八
「
門
下
省
」、
左
散
騎
常
侍
（
従
三
品
）
の
職
掌
に

5
「
侍
奉
規
諷
を
掌
り
、
顧
問
応
対
に
備
ふ
（
掌
侍
奉
規
諷
、
備
顧
問
応
対
）」
と

あ
る
。
か
し
ず
い
て
規
諷
す
る
の
が
そ
の
職
掌
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
太

子
左
右
諭
徳
（
正
四
品
下
）、
太
子
左
右
賛
善
大
夫
（
従
四
品
下
）
も
規
諷
を
職

掌
と
し
て
い
る
。
諫
官
の
う
ち
、
諫
議
大
夫
（
正
五
品
上
）
は
「
規
諫
諷
諭
を
掌

る)

」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
職
掌
に
五
諫
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
職
掌

と
し
て
は
「
諫
め
る
」
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

(
)

宰
相
の
地
位
に
あ
っ
て
李
林
甫
が
権
勢
を
振
る
っ
て
い
る
時
期
に
、「
相
国
晋
公

6
林
甫
」「
林
甫
」
と
名
指
し
で
非
難
す
る
文
章
を
著
す
こ
と
は
難
し
く
、
例
え
ば

天
宝
一
一
載
（
七
五
二
）
一
二
月
に
制
作
さ
れ
た
、
杜
甫
「
奉
贈
鮮
于
京
兆
二
十

韻
」
詩
で
も
李
林
甫
の
こ
と
を
「
鈞
を
秉
る
」
者
と
表
現
し
て
い
る
。

(
)

楊
承
祖
著
『
元
結
研
究
』（
国
立
編
訳
館
、
二
〇
〇
二
、
三
五
ペ
ー
ジ
）
に
よ
る
。

7

(
)

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
四
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

8
時
に
三
百
里
内
の
刺
史
県
令
に
命
じ
、
各
所
部
の
音
楽
を
帥
ゐ
て
楼
下
に
集
ま

ひ
き

り
、各
勝
負
を
較
は
し
む
。懐
州
刺
史
車
を
以
て
楽
工
数
百
を
載
せ
、皆
文
繡
を
衣
、

き
そ

き

服
箱
の
牛
皆
虎
豹
犀
象
の
状
を
為
す
。
魯
山
令
元
徳
秀
惟
だ
楽
工
数
人
を
し
て
、

袂
を
連
ね
て
于
蔿
を
歌
は
し
む
。
上
曰
は
く
、
懐
州
の
人
、
其
れ
塗
炭
な
る
か
、

と
。
立
ち
ど
こ
ろ
に
刺
史
を
以
て
散
官
と
為
す
。
徳
秀
は
性
介
潔
質
樸
に
し
て
、

士
大
夫
皆
其
の
高
き
に
服
す
。（
時
命
三
百
里
内
刺
史
県
令
、
各
帥
所
部
音
楽
集

於
楼
下
、
各
較
勝
負
。
懐
州
刺
史
以
車
載
楽
工
数
百
、
皆
衣
文
繡
、
服
箱
之
牛
皆

為
虎
豹
犀
象
之
状
。
魯
山
令
元
徳
秀
惟
遣
楽
工
数
人
、
連
袂
歌
于
蔿
。
上
曰
、
懐

州
之
人
、
其
塗
炭
乎
。
立
以
刺
史
為
散
官
。
徳
秀
性
介
潔
質
樸
、
士
大
夫
皆
服
其

高
。）

(
)

〔
大
序
〕
上
以
風
化
下
、
下
以
諷
刺
上
。〔
毛
詩
正
義
〕
臣
下
作
詩
所
以
諫
君
、

9
君
又
用
之
教
化
。

(
)

〔
大
序
〕
至
于
王
道
衰
、
禮
義
廢
、
政
教
失
、
國
異
政
、
家
殊
俗
、
而
變
風
變

10
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雅
作
矣
。〔
毛
詩
正
義
〕
變
風
變
雅
之
作
、
皆
王
道
始
衰
、
政
教
初
失
、
尚
可
匡

而
革
之
、
追
而
復
之
、
故
執
彼
舊
章
、
繩
此
新
失
、
覬
望
自
悔
其
心
、
更
遵
正
道
。

所
以
變
詩
作
也
。

(
)

〔
大
序
〕
國
史
明
乎
得
失
之
迹
、
傷
人
倫
之
廢
、
哀
刑
政
之
苛
、
吟
詠
情
性
以

11
風
其
上
、
︙
︙
〔
毛
詩
正
義
〕
明
曉
得
失
之
迹
、
哀
傷
而
詠
情
性
者
詩
人
也
。
︙

︙
凡
是
臣
民
皆
得
風
刺
、
不
必
要
其
國
史
。

(
)

〔
大
序
〕
是
以
一
国
之
事
繫
一
人
之
本
。
謂
之
風
。
言
天
下
之
事
、
形
四
方
之

12
風
。
謂
之
雅
。
雅
者
正
也
。
言
王
政
之
所
由
廃
興
也
。〔
毛
詩
正
義
〕
一
人
者
作

詩
之
人
。
其
作
詩
者
、
道
己
一
人
之
心
耳
。
要
所
言
一
人
心
乃
是
一
國
之
心
。
詩

人
覽
一
國
之
意
、
以
為
己
心
、
故
一
國
之
事
繫
此
一
人
、
使
言
之
也
。
︙
︙
言
天

下
之
事
亦
謂
一
人
言
之
。
詩
人
揔
天
下
之
心
、
四
方
風
俗
、
以
為
己
意
而
詠
歌
王

政
。

(
)

「
系
楽
府
十
二
首
」
序
に
次
の
よ
う
に
あ
り
、
元
子
の
視
座
か
ら
書
か
れ
た
こ

13
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

天
宝
辛
未
中
、
元
子
前
世
の
嘗
に
称
歎
す
べ
き
者
を
将
て
、
詩
十
二
篇
を
為

つ
ね

も
つ

つ
く

り
、為
に
其
の
義
を
引
き
て
以
て
之
に
名
づ
け
、
総
て
命
け
て
系
楽
府
と
曰
ふ
。

す
べ

な
づ

古
人
は
詠
歌
し
て
其
の
情
声
を
尽
く
さ
ず
ん
ば
、
金
石
に
化
し
て
以
て
之
を
尽

く
す
。
其
の
歓
怨
甚
だ
し
き
か
な
。
歓
怨
の
声
を
尽
く
す
者
は
、
以
て
上
は
上

を
感
ぜ
し
め
、
下
は
下
を
化
す
べ
し
。
故
に
元
子
之
を
系
ぐ
。（
天
宝
辛
未
中
、

つ

元
子
将
前
世
嘗
可
称
歎
者
、
為
詩
十
二
篇
、
為
引
其
義
以
名
之
、
総
命
曰
系
楽

府
。
古
人
詠
歌
不
尽
其
情
声
者
、
化
金
石
以
尽
之
。
其
歓
怨
甚
耶
戯
。
尽
歓
怨

之
声
者
、
可
以
上
感
於
上
、
下
化
於
下
。
故
元
子
系
之
。）

(
)

「
系
楽
府
十
二
首
」
序
に
「
天
宝
辛
未
中
」
と
あ
る
も
の
の
、
天
宝
年
間
に
「
辛

14
未
」
の
年
が
無
い
こ
と
か
ら
、「
辛
未
」
を
「
辛
卯
」
の
誤
り
と
す
る
の
が
通
説

で
あ
る
。
楊
承
祖
氏
（
楊
承
祖
、
前
掲
著
、
二
四
ペ
ー
ジ
）
は
、「
辛
未
」
を
「
癸

未
」
の
誤
り
と
し
、
天
宝
二
載
（
七
四
一
）
の
作
と
す
る
。

(
)

例
え
ば
「
貧
婦
詞
」
に
は
、
夫
が
出
征
し
、
貧
窮
の
中
に
あ
る
残
さ
れ
た
妻
の

15
嘆
き
が
描
か
れ
、
末
尾
に
「
何
れ
の
時
か
府
主
に
見
え
、
長
跪
し
て
之
に
向
か
ひ

て
啼
か
ん
（
何
時
見
府
主
、
長
跪
向
之
啼
）」
の
句
が
あ
る
。
ま
た
「
農
臣
怨
」

に
は
、
困
窮
す
る
農
民
た
ち
が
都
を
訪
れ
て
窮
状
を
訴
え
よ
う
と
す
る
も
の
の
、

そ
の
術
が
な
く
、
慟
哭
し
て
帰
っ
て
い
く
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

(
)

松
浦
友
久
編
『
唐
詩
鑑
賞
辞
典
』（
大
修
館
書
店
、
一
九
八
七
）
三
九
五
ペ
ー
ジ
。

16

(
)

太
田
青
丘
氏
は
、
末
尾
ま
で
を
出
征
兵
士
の
言
葉
と
し
、「
杜
甫
と
出
征
兵
士
と

17
が
全
く
一
体
化
し
た
感
情
の
表
白
」（
太
田
青
丘
著
『
詩
と
人
生
』、
法
政
大
学
出

版
局
、
一
九
七
一
）
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

(
)

こ
う
し
た
表
現
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
を
窺
わ
せ
る
作
品
に
「
別

18
何
員
外
（
何
員
外
に
別
る
）」
詩
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
永
泰
元
年
（
七
六
五
）、
収

税
の
た
め
に
訪
れ
て
い
た
戸
部
員
外
郎
の
何
昌
裕
と
別
れ
る
時
に
贈
っ
た
も
の
で

あ
る
。
何
員
外
郎
が
収
税
に
寛
大
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
そ
の
徳
を
称
え
た
後
の
句

に
「
吾
時
謡
を
探
り
、
公
の
為
に
伏
し
て
書
を
奏
せ
ん
と
欲
す
。
但
だ
忌
諱
に
抵あ
た

る
を
恐
れ
、
未
だ
聴
く
を
肯
ん
ず
る
か
無
か
を
知
ら
ず
（
吾
欲
探
時
謡
、
為
公
伏

奏
書
。
但
恐
抵
忌
諱
、
未
知
肯
聴
無
）」
と
あ
る
。
何
員
外
郎
を
称
え
る
歌
謡
を

採
取
し
て
朝
廷
に
届
け
よ
う
と
思
う
が
、
朝
廷
の
忌
諱
に
触
れ
、
取
り
上
げ
ら
れ

ら
れ
る
か
否
か
わ
か
ら
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
四
句
は
、「
舂
陵
行
」「
賊

退
示
官
吏
」
二
編
の
詩
、
な
か
で
も
「
賊
退
示
官
吏
」
詩
の
、
徴
税
の
役
人
が
山

賊
に
も
及
ば
な
い
こ
と
が
あ
っ
て
よ
い
の
か
、
と
い
う
表
現
が
朝
廷
の
忌
諱
に
触

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
)

例
え
ば
前
野
直
彬
氏
は
、
こ
の
頌
に
は
粛
宗
を
批
判
す
る
言
葉
は
見
あ
た
ら
な

19
い
と
し
、
粛
宗
に
対
す
る
批
判
を
読
み
取
る
宋
代
以
来
の
解
釈
を
退
け
る
。
氏
は

こ
の
頌
を
唐
王
朝
の
中
興
を
称
え
た
文
で
あ
る
と
す
る
。（
前
野
直
彬
著
『
文
章

軌
範
（
正
編
）
下
』
明
治
書
院
、
一
九
六
二
、
四
一
一
ペ
ー
ジ
）。
ま
た
、
星
川

清
孝
氏
も
同
じ
立
場
に
立
ち
、
序
に
「
盛
徳
大
業
」
と
あ
り
、
続
い
て
「
大
業
」

と
言
い
、「
盛
徳
」
の
語
を
欠
く
こ
と
を
以
て
春
秋
の
筆
法
で
あ
る
と
す
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、「
文
字
の
末
に
と
ら
わ
れ
た
見
方
で
あ
る
。
ま
し
て
頌
文
中
に
『
盛

徳
の
興
る
こ
と
、
山
の
高
く
日
の
昇
る
が
ご
と
し
。』
と
あ
っ
て
、
盛
徳
あ
る
こ

と
を
頌
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
文
が
譏
り
を
含
ん
で
い
る
と
は
い
え
な
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い
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
る
。（
星
川
清
孝
著
『
古
文
真
宝
（
後
集
）』
明
治
書
院
、

一
九
六
三
、
三
〇
〇
ペ
ー
ジ
）。

(
)

例
え
ば
楊
承
祖
氏
は
、
肅
宗
が
上
皇
（
玄
宗
）
を
太
極
宮
に
移
し
た
こ
と
へ
の

20
批
判
の
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。（
楊
承
祖
、
前
掲
著
、
一
〇
五

︱
一
一
〇
ペ
ー
ジ
）
し
か
し
、「
大
唐
中
興
頌
」
が
書
か
れ
た
の
は
、
こ
の
事
件

か
ら
一
年
あ
ま
り
が
経
過
し
た
頃
で
あ
る
。
こ
の
頌
が
粛
宗
の
不
孝
を
批
判
す
る

も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
解
釈
に
は
無
理
が
あ
る
。

(
)

顔
真
卿
「
奏
百
官
論
事
疏
」（『
顔
魯
公
文
集
』
巻
一
）
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

21

蓋
し
其
の
従
り
て
来
る
所
の
者
は
、
漸
な
り
。
艱
難
の
初
め
よ
り
し
て
、
百

姓
は
尚
ほ
未
だ
彫
弊
せ
ず
、太
平
の
理
、立
ち
ど
こ
ろ
に
便
ち
致
す
べ
し
。
属
た
ま
た
ま

李
輔
国
権
を
用
ゐ
、
宰
相
政
を
専
ら
に
し
、
逓
ひ
に
相
姑
息
し
、
肯
へ
て
直
言

た
が

す
る
莫
し
。
大
い
に
三
司
を
開
く
も
、
反
側
に
安
ん
ぜ
ず
。
逆
賊
散
落
し
、
将

士
北
走
し
、
党
項
合
集
し
、
土
賊
今
に
至
る
も
患
を
為
す
。
偽
将
更
相
驚

う
れ
ひ

こ
も
ご
も

恐
し
、
思
明
の
危
懼
に
因
り
て
、
扇
動
却
反
す
。
又
今
相
州
敗
散
し
、
東
都
陥

没
す
。
先
帝
此
に
由
り
て
憂
勤
し
、
寿
を
損
ふ
に
至
る
。
臣
毎
に
之
を
思
ひ
、

痛
み
心
骨
に
切
す
。（
蓋
其
所
従
来
者
、
漸
矣
。
自
艱
難
之
初
、
百
姓
尚
未
彫

弊
、
太
平
之
理
、
立
可
便
致
。
属
李
輔
国
用
権
、
宰
相
専
政
、
逓
相
姑
息
、
莫

肯
直
言
。
大
開
三
司
、
不
安
反
側
。
逆
賊
散
落
、
将
士
北
走
、
党
項
合
集
、
土

賊
至
今
為
患
。
偽
将
更
相
驚
恐
、
因
思
明
危
懼
、
扇
動
却
反
。
又
今
相
州
敗
散
、

東
都
陥
没
。
先
帝
由
此
憂
勤
、
至
於
損
寿
。
臣
毎
思
之
、
痛
切
心
骨
。）

(
)

元
結
は
安
史
の
乱
を
遁
れ
て
身
を
潜
め
た
猗
玗
洞
で
「
虎
蛇
頌
」
を
制
作
し
た
。

22
こ
の
頌
は
、
元
結
が
猗
玗
洞
に
入
る
と
、
そ
こ
に
棲
ん
で
い
た
虎
と
蛇
が
姿
を
隠

し
た
こ
と
を
、
虎
と
蛇
は
謙
譲
の
徳
を
示
し
た
の
で
あ
る
と
し
て
称
美
し
、
逆
に

謙
譲
の
徳
を
失
っ
た
現
実
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
た
諷
諭
の
作
で
あ
る
。「
大
唐
中

興
頌
」
も
同
じ
構
造
を
持
つ
頌
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

(
)

乾
元
二
年
（
七
五
九
）
制
作
の
「
時
議
三
篇
」
の
記
述
に
よ
る
。

23

(
)

兼
済
と
独
善
、
閑
適
に
つ
い
て
、
例
え
ば
前
掲
松
浦
友
久
編
『
漢
詩
の
事
典
』（
五

24
九
七
ペ
ー
ジ
）
で
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

伝
統
的
な
儒
家
の
思
想
が
描
き
出
す
知
識
人
の
理
想
の
姿
は
、「
士
人
」
で

あ
る
。
士
人
に
は
、
二
つ
の
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
公
人(

官

僚)

と
し
て
働
く
機
会
が
与
え
ら
れ
た
と
き
に
は
、｢

兼
済
」
に
努
め
、
そ
の
機

会
が
与
え
ら
れ
な
い
と
き
に
は
、
い
た
ず
ら
に
不
遇
を
嘆
く
こ
と
な
く
「
独
善
」

に
努
め
る
、
つ
ま
り
自
ら
の
人
格
を
陶
冶
し
完
善
な
も
の
に
し
て
、
来
る
べ
き

兼
済
の
機
会
を
待
つ
、
と
言
う
も
の
で
あ
っ
た
。｢

閑
適
」
の
文
学
と
は
、
理

念
的
に
は
、
こ
の
よ
う
な
独
善
の
生
活
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
点
で
、「
諷
諭｣

と
「
閑
適
」
と
は
、
儒
家
思
想
の
構
造
に
照
ら
し
て

も
、
相
補
的
な
関
係
に
あ
り
、
相
克
的
な
関
係
に
あ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

︙
︙
な
お
「
閑
適
」
を
支
え
る
の
は
、
表
向
き
の
儒
家
の
「
独
善
」
の
哲
学
ば

か
り
で
は
な
い
。
実
際
に
は
よ
り
多
く
を
、
快
楽
肯
定
的
な
、
老
荘
の
「
自
足

︱
自
己
充
足｣

の
哲
学
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。


