
亂
の
機
能
に
つ
い
て

六

�の
辭
賦
を
中
心
に

井
上

一
之

（
一
）
序

辭
賦
作
品
の
形
式

�特

�の
一
つ
に
、
亂
と
い
う
も
の
が
あ
る
（
１
）。
一

篇
の
末
尾
に
さ
ら
に
短
篇
の
韻
文
を
添
加
す
る
形
式
で
、
古
く
楚
辭

（
屈
原
、
宋
玉
の

�作
品
）
の
な
か
に
複
數
の
用
例
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
文

�用
語
は
、
そ
の
特

�な
名
稱
の
た
め
か
、
中
國
文

學

�究
に
お
い
て
か
な
り
は
や
く
か
ら

	目
さ
れ
て
お
り
、
と
く
に
楚

辭
の

�究


に
よ
っ
て
、
そ
の
意
味
お
よ
び
淵
源
（
２
）に
つ
い
て
の

�究
が

�め
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
、
わ
が
『

�
集

』
の
長
歌
に
付
さ
れ
る
反

歌
が
、
こ
の
亂
の
形
式
に
則
っ
た
と
す
る
向
き
が
あ
り
、
日
本
上
代
文

學
の

�究


の

�で
そ
の
影

�關
係
の
有
無
が
論
じ
ら
れ
て
も
い
る
（
３
）。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
亂
の
定
義
・
機
能
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
と

こ
ろ
「
離
騷
」
の
亂
辭
に
付
し
た
、
後

�、
王

�の
「
亂
は
理
な
り
。

詞
指
を
發
理
し
て
、
其
の

�を
總
撮
す
る

�以
な
り
」
と
い
う

	釋
に

も
と
づ
き
、「
亂
は

�篇
の
意
を

�
�す

る
」（
鈴
木
虎
雄
『
賦
史
大

�』）

と
見
な
す
も
の
が
多
い
（
４
）。
だ
が
、
い
ま
あ
ら
た
め
て
個
々
の
作
例
を
仔

細
に
吟
味
し
て
み
る
と
、
必
ず
し
も

�
�
�
�と

ば
か
り
は
言
え
な
い

も
の
も
見
受
け
ら
れ
る
。
と
く
に

�代
よ
り
後
の
作
品
に
そ
の
傾
向
は

�し
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
亂
の

�史
性
と
い
う

�點

か
ら
六

�時
代
の
辭
賦
作
品
を
檢
討
し
、
亂
の
機
能
お
よ
び
賦
の

�
�

法
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
少
し
考
え
て
み
た
い
。

（
二
）

�賦
の
亂

六
�時

代
の
亂
辭
を
檢
討
す
る
ま
え
に
、
そ
れ
以

�、
す
な
わ
ち

�

代
の
亂
辭
の

�況
を
見
て
お
こ
う
。
現
存
す
る

�賦
は
、
斷
篇
・
殘
句

を
含
め
る
と
お
よ
そ
二
八
〇
篇
あ
り
（
５
）、
そ
の
う
ち
亂
辭
を
示
す
「
亂
曰
」

亂
の
機
能
に
つ
い
て
（
井
上
）
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と
い
う
記
號
を
も
つ
も
の ＊
と
し
て
、

�の
一
五
篇
（

�譯
は

�
�、

七

篇
、
後

�、
八
篇
）
が
あ
る
。

武

�劉
徹
「
李
夫
人
賦
」、
東
方
朔
「
七
諫
」、
王
襃
「
洞
簫
賦
」、

同
「
九
懷
」
、
揚
雄
「
甘
泉
賦
」
、
同
「
太
玄
賦
」
、
劉

�「
遂
初

賦
」、
班
彪
「
北
征
賦
」、
班
固
「
幽

�賦
」、
班
昭
「
東
征
賦
」、

張
衡
「

	泉
賦
」
、
王


「
九
思
」
、
王

�壽
「
魯
靈
光
殿
賦
」
、

同
「

�賦
」、
蔡

「

�行
賦
」。

＊
辭
賦
作
品
の
篇
末
に
は
「
亂
曰
」
の
ほ
か
に
、
「
訊
曰
」
「
重
曰
」

「
歎
曰
」「
詩
曰
」「
系
曰
」「
辭
曰
」「
歌
曰
」「
頌
曰
」
等
の
語
も
見
え
、

今
日
こ
れ
ら
を
等
し
く
亂
辭
の
記
號
と
見
な
す
論

�も
少
な
く
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
語
は
ほ
と
ん
ど
が
一
つ
か
、
二
つ
の
少
數
例
で
あ

り
、
「
亂
曰
」
の
よ
う
に
必
ず
し
も
安
定
し
た
も
の
で
は
な
い
（
つ
ま

り
、
ま
だ
記
號

�す
る
に
至
っ
て
い
な
い
）
。
ま
た

�史

�に
見
て
も
、

「
亂
曰
」
が
發
展
變

�し
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
亂
曰
」
と
共

時

�に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
こ
に
は
な
ん
ら
か
の
意

味

�・
機
能

�差

�が
存
在
す
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
た
し

か
に
篇
末
（
最

�章
）
に
置
か
れ
る
と
い
う
點
に
お
い
て
、
廣
義
の
亂

辭
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
が
、
本
稿
は
亂
の
定
義
そ
の
も
の
を
問
い

直
す
こ
と
に
重
點
が
あ
る
た
め
、
ひ
と
ま
ず
考
察
の
對
象
か
ら
除
外
し

て
お
く
。
な
お

�年
の

�究
書

�で
は
「
○
曰
」
形
式
の
ほ
か
に
「
已

矣
哉
（
乎
）
」
を
亂
の
記
號
と
見
な
す
も
の
が
あ
る
（
６
）。
こ
れ
は
「
離
騷
」

の
亂
辭
、
「
亂
曰
、
已 、
矣 、
哉 、
、
國
無
人
莫
人
我
知
兮
、
又
何
懷
乎
故

�」

に
由
來
す
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
六

�後

�か
ら

�代
に
か
け
て
の

辭
賦
作
品
に
お
い
て
多
用
さ
れ
て
い
る
（
現
存

�料
中
の
初
出
は
、
陶

淵
明
「
歸
去
來
」
）
。
し
か
し
こ
れ
も
立
論
の

�合
上
、
い
ま
は
除
外
し

て
お
く
。

右
の

�賦
は
そ
の
篇
題
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、

�題

�に
も
、

ま
た
題
材

�に
も
ほ
と
ん
ど
ば
ら
ば
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の

�究

�

が
亂
辭
を
も
つ
作
品
の
系
列
を
系
統

�し
よ
う
と
し
な
が
ら
、
結
局

「
付
け
て
も
付
け
な
く
て
も
よ
い
（
７
）」
と
い
う
結
論
に

�ち

 い
た
の
も

無
理
は
な
い
。
た
だ
、
大
き
な
傾
向
と
し
て
言
え
る
の
は
、

「

	

泉
賦
」「
魯
靈
光
殿
賦
」「

�賦
」
の
三
篇
を
除
い
て

お
お
む
ね
騷

體
賦
（
大

�が
「
×
×
×
×
×
×
兮
、
×
×
×
×
×
×
」
の
「
離
騷
」

の
形
式
を
襲
う
）
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

!に
散
體
賦
、
な
か
で
も

�賦
の
代
表
と
目
さ
れ
る
「
子

"・
上
林
賦
」
の
よ
う
な

#假
設
問
答

體
・
に
は
一
切

$用
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は

�代
の

%會
の
な
か
で
、

亂
が
騷
體
賦
の
形
式

�特

&と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
あ
る

'度
示

唆
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
騷
體
賦
で
あ
り
な
が
ら
亂

を
も
た
な
い
作
品
も
現
に
存
在
し
て
お
り
、
騷
體
賦
は
亂
を
も
つ
、
と

單
純
に
結
論
づ
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
お
そ
ら
く
時
代
に
よ
る
變
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�と
と
も
に
、
創
作

�況
の
相

�等
、
亂
の
有
無
に
關
す
る
な
ん
ら
か

の
基
準
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
こ
の
問
題
は
直
接
、
本
稿
の
趣
旨
に

關
わ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
こ
れ
以
上
の
論

�は
ひ
か
え
て
お
き
た

い
。さ
て
、

�
�の

亂
辭
の

�容
を
見
て
み
る
と
、
た
し
か
に

	

の
と

お
り
「

�文
の

�
」

と
見
ら
れ
る
も
の
が
大
勢
を
占
め
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
そ
の
典
型

�な
作
例
と
し
て
、

�
�末

、
揚
雄
の
「
甘
泉
賦
」

（『
文

�』
卷
七
）
の
亂
辭
を

�に
�げ

て
み
る
。

亂
曰
：

（
本
部
の
對
應
す
る
句
）

崇
崇

�丘
、

�隱
天
兮
。

↓洪
臺
崛
其
獨
出
兮
、

�北
極
之

�
�。

登

�
�
�、

單

�垣
兮
。

↓鬼
魅
不
能
自

�兮
、

�長

�而
下
顛
。

�宮
參
差
、
駢
嵯
峨
兮
。

↓駢
交
錯
而
曼
衍
兮
、

�
 隗

乎
其
相

嬰
。

!
"
#
$、

洞
無

%兮
。

↓
&
'
'其

廖
廓
兮
、
似
紫
宮
之
崢

(。

上
天
之
縡
、
杳
旭

)兮
。

↓方
攬

*
+之

,剛
兮
、

-
.明

與
之

爲

/。

0皇
穆
穆
、
信
厥
對
兮
。

↓蓋
天
子
穆
然
、
珍
臺

1
2、

3題
玉

4、

5
6
7
8之

中
。

徠

9郊

:、

.
;依

兮
。

↓於
是
欽
柴
宗

<、
燎

=皇
天
、
招
搖

泰
壹
。

徘
徊
招
搖
、
靈
棲
遲
兮
。

↓
>暗

藹
兮

�
?壇

。

輝
光
眩
燿
、

�厥

@兮
。

↓瑞
穰
穰
兮
委
如
山
。

子
子
孫
孫
、
長
無
極
兮
。

↓恤
胤
錫
羨
、
拓
迹
開
統
。

こ
の
賦
は
、
序
＋
賦
の
本
部
（
本
體
部
分
）
＋
亂
と
い
う
、
い
わ
ゆ

る
三
段
式
の

A
Bを

と
っ
て
お
り
、
本
部
は

�容
の
點
か
ら
大
き
く
三

つ
の
段

C（
＝
場
面
）
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
ず
一
段

Cめ
は
、

�の

B

Dが
世
繼
を
得
る
た
め
に
甘
泉
宮
で
祭
天
の
儀
式
を
と
り
行
う
こ
と
に

な
っ
た
經

Eを

Fべ
、
幸
行
の

G
Hと

甘
泉
宮
ま
で
の

*の
り
を

Iく
。

第
二
段

Cは
「
是
に
於
い
て
大
廈
雲
の
ご
と
く

J

あ
やし
く
、
波
の
ご
と
く

詭 あ
やし
」
と
、
壯
大
な
甘
泉
宮
の

Kを

L麗
な
措
辭
に
よ
っ
て

I寫
し
た

の
ち
、
高
く
聳
え
る
「
洪
臺
」
、
そ
こ
か
ら

Mま
れ
る

N圍
の
景

H、

數
多
く
の
美
し
い
建

O物
な
ど
が

P陳
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
是
に
於
い

て
事
變
じ
物

Qし
、
目
駭 お
ど
ろき
耳
回 め
ぐる
」
か
ら
始
ま
る
第
三
段

Cで
は
、

天
子
に
よ
る
嚴
か
な
儀
式
の

R
Sが

順
を

Tっ
て
敍

Fさ
れ
て
ゆ
き
、

最
後
は
「
天
子
の
恩
澤
が
雨
の
如
く
に
ゆ
き
渡
っ
て
、
君
臣
み
な
美

+

が
備
わ
り
、
そ
の
輝
き
は

U代
ま
で

續
く
で
あ
ろ
う
」
（
雲

飛
揚
兮

雨

滂
沛
、
于
胥

+兮
麗

U世
）
と
い
う
頌

+の
辭
を
も
っ
て
結
ば
れ
て
い

る
。

亂
の
機
能
に
つ
い
て
（
井
上
）
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以
上
の
本
部
の
後
に
置
か
れ
る
の
が
、
右
の
亂
辭
で
あ
る
。
本
部
と

對
照
す
る
と
、
趣
旨
が
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
看
取
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
第
一
・
二
句
「
崇
崇
た
る
圜
丘
、

�

た
かく

天
を
隱 お
お

う
」
か
ら
第
七
・
八
句
「

�
�
�

れ
い
え
い
り
ん

�

じ
ゆ
ん、
洞 ほ
が
ら

か
に
し
て

�

か
ぎ

り
無

し
」
ま
で
が
、
宮
殿
の
ス
ケ
ー
ル
を

�く
本
部
第
二
段

	に
相
當
し
、

第
九
・
十
句
「
上
天
の
縡 こ
と、
杳
か
に
し
て
旭 き
よ
く




き

た
り
」
か
ら
第
十
五
・

十
六
句
「
徘
徊
招
搖
し
て
、
靈
棲 せ
い遲 ち

す
」
ま
で
が
、
祭
天
の
儀
式
を
詳

�す
る
第
三
段

	に
相
當
す
る
。
そ
し
て
「
輝
光
眩
燿

げ
ん
よ
うし
て
、
厥 そ

の

�

を



く
だし
、
子
子
孫
孫
、
長
く
極
ま
り
無
し
」
の
四
句
は
、
儀
式
の
目

�

を

�明
す
る
第
一
段

	を
踏
ま
え
、
皇
室
の

�榮
を

�念
す
る
の
で
あ

る
。だ
が
、
こ
う
し
た
本
部
の
各
段

	と
の

�容

�照
應
關
係
よ
り
も
、

こ
こ
で
と
く
に
興
味
深
い
の
は
、
亂
辭
の
各
句
が
本
部
の
い
ず
れ
か
の

句
に
意
味

�に
對
應
し
て
い
る
（
右
圖
下
段
）
、
と
い
う
點
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
作

�揚
雄
が
本
部
の
な
か
の
重

�な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
句
を

�び
、
そ
れ
を
「
×
×
×
×
、
×
×
×
兮
」（『
楚
辭
』「
九
章
・
懷
沙
」

の
亂
辭
の
形
式
）
と
い
う
四
言
句
に
よ
っ
て
表
現
し
な
お
し
た
こ
と
を

意
味
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
作

�の
創
作
意
識
に
お
い
て

亂
は
、
本
部
の

�念

�・
抽
象

�な

�
�

た
と
え
ば
稱
頌
や
諷
諫

と
い
っ
た
作

�の
思
想
を
重
點

�に

�べ
る

で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
も

�文
の
摘

�
�反

復
で
し
か
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

こ
の
亂
辭
に
本
部
と
別
の
新
し
い

�報
が
一
切

�り

�ま
れ
て
い
な
い

の
は
、
ご
く
當
然
な
こ
と
だ
と
言
っ
て
よ
い
。

も
っ
と
も
、
同
一

�容
の
反
復
繰
り

�し
と
い
う
、
こ
う
し
た
亂
の

あ
り
方
は
、
辭
賦
の

�史
の
最
初
か
ら
確
立
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

�賦
の

�
�な

源
流
と
さ
れ
る
楚
辭
に
は
、「
離
騷
」
の
ほ
か
に
、「
九

章
・

 江
」「
九
章
・
哀
郢
」「
九
章
・
抽
思
」「
九
章
・
懷
沙
」「
招
魂
」

の
五
篇
の
篇
末
に
亂
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
亂
の
樣
態
が
必

ず
し
も
一
樣
で
な
い
こ
と
は

!目
に
値
し
よ
う
。
こ
と
に
「
招
魂
」
の

亂
辭
は
、
本
部
（

"文
）
と
ど
う
い
う
關

#性
が
あ
る
の
か
理
解
に

$

し
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
點
に
つ
い
て
、

%の
蒋
驥
『
山
帶
閣
註
楚

辭
』
は

&の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

'解
亂
爲
總
理
一
賦
之

(。
今
按
離
騷
二
十
五
篇
、
亂
詞
六
見
、

惟
懷
沙
總
申

"意
、
小

)一
篇
結

*、
可
以
總
理
言
。
騷
經
・
招

魂
、
則
引
歸
本
旨
、

 江
・
哀
郢
、
則
長
言
詠

+。
抽
思
則
分
段

敍
事
、
未 、
可 、
一 、

,

、
論 、
也 、
。
余
意
亂

�、
蓋
樂
之
將

(、
衆

-畢
會
、

而
詩
歌
之

.、
亦
與
相
赴
、

�
-促

.、
交
錯
紛
亂
、
故
有
是
名

耳
。

（「
餘
論
」
卷
上
）
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こ
こ
で
蒋
氏
は
、
ま
ず
楚
辭
の
各
亂
が

�容

�に
そ
れ
ぞ
れ
役

�を

�に
す
る
點
を
指
摘
し
、
「
一
賦
の

�り
を
總
理
す
る
」
と
い
う

�
�

に
反
駁
を
加
え
て
い
る
。
そ
し
て
作
品
中
に
お
け
る
亂
の
役

�が
一
樣

で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
朱
熹
『
楚
辭
集
註
』
が
「
亂
は
樂

	の
名
」
と

�く
よ
う
に
、
當
時
の
演
奏
形
態
と
の
關


の
な
か
で
亂
の
定
義
を
再

考
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
「
亂
＝
最

�

樂

	」

�に
對
し
て
、
游
國
恩
『
離
騷
纂
義
』
は
「
實
を
蔽 か
くす
る
の
患

な
り
」
と
批

�す
る
が
、
楚
辭
の
亂
に
お
け
る
個
別

�相

�に

目
し
、

そ
の
役

�に
つ
い
て
「
未
だ
一

�に
し
て
論
ず
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
と

斷
定
し
た
點
は

�價
し
て
よ
い
。

そ
う
し
て
見
る
と
、
「
亂
は
其
の

�を
總
撮
す
る
」
と
い
う
王

�の

定
義
は
、
必
ず
し
も
楚
辭
の
時
代
の

�況
を
踏
ま
え
た
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
王

�當
時
＝
後

�中
期
の

�會

�念
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な

か
っ
た
か
と
疑
え
な
く
も
な
い
。
實
際
、

�賦
の
亂
辭
中
、
現
存
す
る

最
古
の
作
例
で
あ
る
、
武

�劉
徹
「
李
夫
人
賦
」（『

�書
』
卷
九
七
上

「
外
戚
傳
」）
を
見
る
と
、
本
部
に
は
な
い
別
の
新
し
い

�報
が
亂
辭
の

な
か
に
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
お
り
、

�
�中

期
の
作

�武

�が
賦
の

亂
を
た
ん
な
る
「

�文
の

�
�」

と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
理

解
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
８
）。

し
か
し
、
亂
の
こ
う
し
た
原
初
の
あ
り
方
は

�第
に
變
容
し
、
整
備

さ
れ
い
っ
た
ら
し
く
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、

�
�末

の
揚
雄
の
頃
に

は
、
王

�の
い
う
亂
の

�念
が
か
な
り
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
。
つ
づ
く

後

�時
代
に
も
數
多
く
の
亂
が
作
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
定
義
を
大
き

く

�
�す

る
よ
う
な
作
品
が
な
い
こ
と
か
ら
、
だ
い
た
い
こ
の
頃
に
は

す
で
に
安
定
し
た

�念
と
し
て
賦
作
家
た
ち
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た

と
言
え
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
後

�時
代
の
亂
は
「

�文
を

�
�

す
る
」
も
の
で
あ
り
、
本
部
に
對
し
て
從
屬

�・
付
屬

�な
も
の
に
す

ぎ
な
か
っ
た
と

�括
で
き
よ
う
。

で
は
こ
う
し
た
亂
の
機
能
は
そ
の
後
、
ど
の
よ
う
に
推
移
し
て
ゆ
く

の
で
あ
ろ
う
か
。

�に
三
國
六

�時
代
の
亂
辭
の
實
態
を
考
察
し
て
み

た
い
。（

三
）
陸
雲
「

�民
賦
」

三
國
六

�時
代
（
魏
晉
南
北

�隋
の
意
）
の
辭
賦
作
品
と
し
て
今
日

に
傳
わ
る
も
の
は
、
お
よ
そ
九
九
〇
篇
（
斷
篇
・
殘
句
を
含
む
）
あ
り
、

そ
の
う
ち

�の
計
九
篇 ＊
の
篇
末
に
亂
辭
が
見
ら
れ
る
。

魏
・
曹
植
「

�賦
」、
魏
・
孫
該
「
三
公
山
下

 祠
賦
」、
魏
・

!康
「
琴
賦
」、
西
晉
・
左
芬
「
離
思
賦
」、
西
晉
・
陸
雲
「

�民

賦
」
、
同
「
九
愍
」
、
宋
・
謝
惠


「

"賦
」
、
宋
・
顏

#之
「
赭

亂
の
機
能
に
つ
い
て
（
井
上
）
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白
馬
賦
」、
梁
・
江
淹
「
江
上
之
山
賦
（
９
）」。

＊
九
篇
と
い
う
數
は
、
現
存
作
品

�體
の
數
量
か
ら
見
て
も
、

�四
〇

〇
年
と
い
う
時
代
の
長
さ
か
ら
見
て
も
、
た
し
か
に
少
な
い
。

�代
の

辭
賦
が

�二
八
〇
篇
し
か
殘
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
五
の

作
例
を
も
つ
こ
と
を
思
え
ば
、
亂
は
後

�以
後
、
徐
々
に
衰

�し
て
い
っ

た
、
と
い
う
推
測
も

�り
立
ち
そ
う
で
あ
る
。
が
、
事
實
は
そ
う
單
純

な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、

�代
に
な
お
依
然
と
し
て

亂
辭
が
作
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（

10）。
そ
も
そ
も
、
現
存
す
る
六

�辭

賦
の
大
部
分
は
、
『
北
堂
書
鈔
』
『

	文


聚
』
『
初
學
記
』
と
い
っ
た

隋

�代
の


書
に
依
據
す
る
も
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ

ら
の


書
は

�
�を

そ
の
基
本

性
格
と
し
て
お
り
、
篇
末
に
置
か
れ

る
亂
辭
ま
で
收

�す
る
ケ
ー
ス
は
稀
少
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
れ
ら
九

篇
中
、
曹
植
「

�賦
」
と
孫
該
「
三
公
山
下

�祠
賦
」
を
除
い
て
、
ほ

か
の
作
品
が
『
文

�』
な
ど
の
總
集
、
『
晉
書
』
な
ど
の
史
書
、
お
よ

び
本
集
で
は
亂
を

�い
な
が
ら
、


書
の
な
か
で
は
そ
れ
が

�

、
除 、
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
點
を
傍
證
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

完
篇
の
乏
し
い
現

�に
あ
っ
て
は
、

�よ
く
殘
っ
た
こ
れ
ら
少
數
の
作

例
に

�し
て
、
時
代
の
趨
勢
を
推
し
量
っ
て
ゆ
く
し
か
な
い
わ
け
で
あ

る
。

右
の
九
篇
を
見
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
檢
討
す
べ
き
點
は
少
な
く
な
い

が
、
こ
こ
で
は
そ
の
う
ち
、
陸
雲
「

�民
賦
」、
謝
惠

�「

�賦
」、
そ

し
て
江
淹
「
江
上
之
山
賦
」
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
れ
は

こ
の
三
篇
が
亂
の

�
�の

�
�、

お
よ
び
賦
家
の
亂
に
對
す
る
意
識
の

變

�を
よ
く
傳
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「

�民
賦
」
は
、
宋
刻
本
『
陸
士
龍
文
集
』（
北
京
圖
書

�
�
�。

い

ま
は
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
底
本
と
し
た
『
陸
雲
集
』
［
中

 書
局
、
一
九

八
八
年
］
を
用
い
る
）
に
收
め
ら
れ
る
。「
與

!原
書
」（
其
の
三
）
に

よ
る
と
、
こ
の
賦
は
、
皇
甫
謐
の
『
高
士
傳
』
を
讀
ん
で
刺
激
を
受
け

た
作

"が
謐
に

#る
た
め
に
作
っ
た
も
の
ら
し
く
、
隱
遁
と
出
仕
を
め

ぐ
る
、
皇
甫
謐
と
あ
る
人
の
議
論
を
意
識
し
た
と
お
ぼ
し
い
表
現
が
本

文
中
、
隨

�に

$め
ら
れ
る
。

そ
の
議
論
と
は

あ
る
人
が
謐
に

%め
て
「
名
分
を
正
し
て
ひ
ろ

く
人
と
交
わ
っ
た
ら
ど
う
か
」
と
言
っ
た
。
し
か
し
謐
は
、
「

&人
で

も
な
け
れ
ば
出
仕
と
隱
棲
を

'行
す
る
こ
と
は

(し
い
。
田
里
に
あ
っ

て
も
尭

)の

*を
樂
し
め
る
の
に
、
な
ぜ
世
俗
の
利

+に
接
す
る
こ
と

を
重
ん
じ
、
役
人
と
な
っ
て
あ
く
せ
く
し
て
、
名
を
な
す
必

,が
あ
ろ

う
か
」
と
答
え
、
さ
ら
に
「
玄
守
論
」
を
作
っ
て
反
駁
し
た
…
…

（『
晉
書
』
本
傳
）

と
い
う
も
の
。

だ
が

-生
躬

.と

/
0の

生
活
を
實
踐
し
た
皇
甫
謐
と

1な
っ
て
、

こ
の
と
き
官
界
に
身
を
置
く
作

"陸
雲
に
と
っ
て
、
謐
の

2張
は
た
だ
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ち
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で

�民
の
本
質
を

究
明
し
、
自
ら
の
生
き
方
を

�索
し
よ
う
と
し
た
の
が
こ
の
賦
で
あ
る
。

篇
題
か
ら
隱

�に
對
す
る
憧
憬
の
念
を
つ
づ
っ
た
抒

�小
賦
と
想
像
し

が
ち
で
あ
る
が
、
實
際
は
當
時
流
行
し
て
い
た
玄
學
の
影

�を
つ
よ
く

受
け
た
議
論
の
文
と
言
っ
て
も
よ
い
。

賦
は
ま
ず
、
序
に
お
い
て
作
賦
の
趣
旨
を

�明
し
た
あ
と
本
部
に
入

り
、世
有

�民
兮
、
栖
遲
乎
於
一
丘
。
委
天
刑
之
外
心
兮
、
淡

�然
其
何

求
。
陋
此
世
之
險
隘
兮
、
又
安
足
以
盤

	。
杖
短
策
而



�兮

、
乃
枕

石
而
漱
流
。

と
う
た
い
お
こ
す
。
「
天
刑
」
は
自
然
の
法
則
。

�民
は
自
然
の
法

則
に
心
を
委
ね
、
何
も

�い
求
め
た
り
し
な
い
。「
險
隘
」
で
「
盤 た

	

の

」

し
む
こ
と
の
で
き
な
い
こ
の
世
を

け
、
自
然
の
な
か
に
身
を
置
く
の

で
あ
る
。
つ
い
で
高
岑
に
秋

�を

�ら
い
、
玉
泉
に
髮
を
洗
い
、

�に

�露
を

�り
、
夕
に
幽

�を
玩
ぶ
隱

�の
悠
々
自

�の

�と
幽
居
の
趣

が
羅
列

�に

�寫
さ
れ
て
ゆ
く
。

だ
が
、
世
俗
を
超
越
し
た
は
ず
の
こ
の
隱

�は
、
必
ず
し
も

�
�し

て
い
な
い
ら
し
く
、
第
一
段

�の
最
後
で
、

悲
滄
浪
之
濁
波
兮
、
詠

�池
之

�瀾
。
鄙

�南
之
辱

�兮
、

�伯
陽

之
考
槃
。
眄

�霄
以
寄
傲
兮
、
泝
凌
風
而
頽

�。

と
、
世
の
混
濁
を
悲
愁

 
�し

て
い
る
。
こ
れ
を

!機
と
し
て
、

"

の
第
二
段

�の
議
論
が
始
ま
る
。

玄

#載
晏
、
何
思
何
欲
。
漂

$行
雲
之

%、
泊

$窮
林
之
木
。
咨
有

得
之
必
喪
兮
、
蓋
居
寵
之
召
辱
。
…
…
擠
考

�於

&期
兮
、
顛
靈
根
而

自
摧
。
殉
有
喪
之
假
樂
兮
、
方
無
身
其
孰
哀
。
美

�人
之
玄
覽
兮
、

'

(
)於

無
爲
。

作

�は

*べ
る
、
深

&
#妙

な
る
義
理
に

+じ
て
い
れ
ば
、
何
も
思

い
ね
が
う
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
高
位
高
官
も
い
つ
か
辱
め
ら
れ

る
よ
う
に
、
手
に
入
る
も
の
は
必
ず
失
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
名
利

を
は
な
れ
て
長
命
保
身
を
ね
が
う

,も
あ
る
が
、
こ
の
肉
體
と
い
う
根

本
が
滅
べ
ば
、
そ
の
ね
が
い
も
碎
か
れ
る
。
な
ら
ば
執

-を
棄
て
無
爲

の

.
/を

持
し
て
、

0物
の
本
質
を
見
極
め
よ
う
、
と
。
そ
の
本
質
と

は
こ
う
で
あ
る
。

物
有
自

1、

,無
不
可
。
萬
殊
有
同
、
齊
物
無
寡
。
並
家
於
國
、
等

亂
の
機
能
に
つ
い
て
（
井
上
）
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�于
野
。
榮
在
此
而
貴
身
兮
、

�居
形
而

�我
。

考
え
て
み
れ
ば
、

�物
は
一
つ
ひ
と
つ

�な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え

て
、
じ
つ
は
同
じ
な
の
だ
。
こ
の
立
場
に
立
て
ば
「
家
」
も
「
國
」
に

等
し
く
、
「

�」
も
「
野
」
も
等
し
い
。
す
な
わ
ち
、
出
仕
も
隱
遁
も

歸
す
る
と
こ
ろ
は
同
じ
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
作

�は
、
「
體
は
出

仕
し
て
も
心
は
隱

�」
と
い
う
思
想
に
歸

�し
、
「
曾
て

	に
天


を

明
ら
か
に
す
れ
ば
、
何
ぞ
人

�を
�

て
つ

悲 ひ

せ
ん
。
國
風
の
皇 こ
う

恤 じ
ゆ
つを
陋 い
や

し

み
、
同
に
大

を
明
哲
せ
ん
」
と
い
う
語
で
賦
の
本
部
を
結
ん
で
い
る
。

六

�時
代
に
は
、
隱

�を

�境

�な
も
の
で
な
く
、
心
の
あ
り
方
の
問

題
と
と
ら
え
る
「

�隱
」
の
思
想
が

�行
し
た
が
、
こ
の
賦
も
こ
う
し

た
「

�隱
」
ま
た
は
「
心
隱
」
の
思
想

�系
譜
に

�な
る
も
の
と

�せ

よ
う
。

さ
て
こ
の
後
に

�の
亂
辭
が
置
か
れ
て
い
る
。

亂
曰
：

乘
白
駒
兮
皎
皎
、

�穹
谷
兮
藹
藹
。

�峻
路
兮
崢

�、
臨

�水
兮
悠
裔
。

槃
丘
園
兮
暇
豫
、
翳

�
�兮

重
蓋
。

瞻
洪
崖
兮

�輝
、
紛
容
與
兮
雲
際
。

欲
凌
霄
兮
從
之
、
恨
穹
天
兮
未
泰
。

詠

�友
兮

�唱
、
和
爾

�兮
此
世
。

「
白
駒
」
と
は
、『
詩
經
』
小

「
白
駒
」
を
典
據
と
す
る
語
で
、
隱

士
・
賢
人
に
た
と
え
る
。
作

�は
い
う
、
隱

�の
乘
る
白
駒
に
跨
っ
て
、

深
い
谷
に

�ん
だ
り
、
丘
や
園
に
余
暇
を
樂
し
ん
で
、
高
い
空
の
も
と

で
ゆ
っ
た
り
と
く
つ
ろ
ぐ
の
だ
。
大
空
を
凌
い
で
俗
世
を
超
越
し
よ
う

と
思
っ
て
み
て
も
、
天
は
必
ず
し
も
泰
ら
か
で
は
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、

わ
た
し
は
こ
の
世
で
あ
な
た
と

�ら
か
に
交
わ
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ

う
、
と
。

	
�の

よ
う
に
、
亂
と
は
「

�文
の

 
!反

復
」
で
あ
っ
た
。
だ
が

こ
の
亂
辭
は
、
本
部
の

"容
を
同
語
反
復

�に
繰
り

#す
よ
う
な
こ
と

は
し
て
い
な
い
。
第
二
段

$に
お
け
る

%理

�表
現
は
こ
こ
で
は
影
を

ひ
そ
め
、

&に

'頭
「
白
駒
の
皎
皎
た
る
に
乘
る
」
は
、
本
部
に
ま
っ

た
く
言

(さ
れ
て
お
ら
ず
、
讀

�に
對
し
て

)
*な

印
象
を
與
え
る
も

の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
亂
辭
に
は
本
部
と
大
き
く

�な
る
點
が

あ
る
。
そ
れ
は
敍

�の

+
,點

-で
あ
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
賦
の
本
部
は
基
本

�に
三
人
稱

�
,點

か
ら

�

體
が
客

.
�に

/寫
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
點
に
お
い
て
、
こ
の
賦
は
ま

さ
し
く
詠
物
賦
と
見
な
さ
れ
る
が
、
し
か
し
一
方
、
亂
辭
に
お
い
て
は
、
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最
後
の
二
句
「

�友
を
詠
じ
て

�唱
し
、
爾 な
ん
ぢの

�に
此
の
世
に
和
す
」

か
ら
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
作

�個
人
の

�點
（
一
人
稱
）
が
設
定
さ

れ
て
お
り
、
作

�は
こ
こ
で
自
分
の
立
場
＝
表
現
意
圖
の
明
確

�を
は

か
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
見
る
と
、「
穹
谷
の
藹
藹
た
る
に

�び
」「
丘

園
に
槃 た
のし
み
暇
豫
す
」
る
の
は
、
書
き
手
自
身
で
あ
り
、
第
一
段

	に


か
れ
る
山
林
の
隱
棲

�（
他

�）
で
は
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ

は
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
「
隱

�」
の


寫
は
本
部
の
第
一
段

	を
踏
ま

え
た
も
の
で
は
な
く
、
張
國
星
『
六

�賦 （

11）』
等
が
指
摘
す
る
ご
と
く
、

第
二
段

	で
言

�し
た
「
心
隱
」
の


�世

界
を
よ
り

�體

�し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
賦
に
お
け
る
亂

の
役

�は
、

�理

�な
本
文
の
一
部
第
二
段
	の

�點
を
形
象

�

に
補
充
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
讀

�に
よ
り
實
感

�な
�識

を
與
え
る

こ
と
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
亂
辭
に
お
け
る
こ
う
し
た

�點
の
轉
換
と
い
う
現
象
は
、

�代
の
賦
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

�賦
の
亂
辭
は
、
基
本

�に

「
本
部
の

�容
の
反
復
」
で
あ
り
、
敍

�の
設
定
も
本
部
と
一

�す
る

の
が
常
態
な
の
で
あ
る
。
ま
た
形
式
面
に
お
い
て
も
、
こ
の
亂
辭
は
そ

れ
ま
で
の
賦
に
似
て
い
な
い
。
「
×
×
×
兮
×
×
、
×
×
×
兮
×
×
」

と
い
う
楚
辭
「
九
歌
」
の
形
式
は
、
重
厚
さ
を
そ
な
え
る
「
×
×
×
×
、

×
×
×
兮
」
と
い
う
四
言
リ
ズ
ム
と
は

�質
な
も
の
と
言
え
る
。
こ
の

點
は
晉
代
の
賦
が
形
式

�に

�賦
の
傳
統
の
束

�か
ら
す
で
に
解
き
放

た
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
賦
家
の
亂
に

對
す
る
意
識
が
變
わ
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
も
い
る
だ
ろ
う
。

わ
ず
か
一
例
と
は
い
え
、
西
晉
の
賦
作
家
が
賦
の
亂
を

本
部
の
た

ん
な
る
付
屬
物
と
し
て
で
は
な
く

作
品

�體
の

�
�の

な
か
で
再

考
し
は
じ
め
た
こ
と
を
こ
こ
で
確

�し
て
お
き
た
い
。

（
四
）
謝
惠

�「

�賦
」

宋
の
謝
惠

�「

�賦
」
は
、
『
文

 』
卷
十
三
「
賦
・
物
色
」
に
收

!さ
れ
る
。
篇
題
が
示
す
と
お
り
、

�を
モ
テ
ィ
ー
フ
と
す
る
六

�詠

物
小
賦
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
た
だ
、
傳
統

�な
詠
物
賦
と
や
や

�な
る

と
こ
ろ
は
、

"史
上
の
人
物
（
梁
王
、
鄒
陽
、
枚
乘
、
司
馬
相
如
の
四

人
）
が
對
話
を
行
う
と
い
う
、
物
語
の
手
法
・
枠
組
み
を

#入
し
て
い

る
點
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
、
そ
れ
ま
で
の
詠
物
賦
の

$っ
て
い
た
マ
ン

ネ
リ
ズ
ム
を
打
破
し
、
讀
む

�に
新
鮮
な
印
象
を
與
え
た

%以
で
あ
る
。

で
は
賦
の

�容
を

&單
に
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

�文
は
大
き

く
四
つ
の
段

	に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
第
一
段

	は
、

'將
(、

時

)昏
、

*風
積
、
愁
雲

+。
梁
王
不

,、

�於
兎
園
。

乃
置
旨
酒
、
命

-友
。
召
鄒
生
、

.枚
叟
。
相
如
末
至
、
居
客
之
右
。

亂
の
機
能
に
つ
い
て
（
井
上
）
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俄
而

�霰
零
、
密

�下
。
王
乃
…
…
授

�於
司
馬
大
夫
。
曰
、
抽
子
祕

思
、
騁
子
妍
辭
。

�色
揣
稱
、
爲
寡
人
賦
之
。

と
、
物
語
の

�況
設
定

�
�の

梁
孝
王
が
鄒
陽
、
枚
乘
、
司
馬

相
如
ら
と
兎
園
で
宴
會
を
催
し
て
い
る
と
き
、
折
し
も

�が

	り
出
し

た
を


明
す
る
部
分
。
こ
こ
で
示
さ
れ
る
言


は
語
り
手
＝
作

�

が
、
聞
き
手
＝
讀

�に
對
し
て
發
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
後

の
言


は
、
物
語
世
界

�の
語
り
手

司
馬
相
如
、
鄒
陽
、
枚
乘

が
梁
孝
王
に
對
し
て
語
り
か
け
る
も
の
で
あ
り
、
物
語
の
質
が

な

る
點
に

�意
し
た
い
。

�の
第
二
段

�は
、
本
作
品
の
中
心
を
な
す
も
の
。
「

�の
美
し
さ

を
あ
り
の
ま
ま
に
、
わ
た
し
の
た
め
に
賦
し
て
く
れ
」
と
、
梁
王
か
ら

命
を
受
け
た
司
馬
相
如
が
「

�賦
」
を
作
る
こ
と
に
な
る
。

相
如
の
賦
は
ま
ず
、

�乃
玄
津
窮
、
嚴
氣
升
。
焦
溪
涸
、
湯
谷
凝
。
…
…
霰
浙
瀝
而
先
集
、

�紛
糅
而

�多
。

と
、

�が
形

�さ
れ
る

�
�か

ら


き

�こ
し
、
つ
い
で

�の
美
し

い
形

�を

�麗
な
措
辭
に
よ
っ
て

�陳
し
て
ゆ
く
。

其
爲

�也
、
散
漫
交
錯
、
氛

�蕭
索
。
…
…

�因
方
而
爲
珪
、
亦

�

圓
而

�璧
。
眄
隰
則
萬
頃
同
縞
、
瞻
山
則
千
巖
倶
白
。
…
…

そ
し
て
、
最
後
は
「
霜

�の
交
は
り
積
も
れ
る
を
踐
み
、
枝

�の
相

ひ

�へ
る
を
憐
れ
む
。
遙
か
な
る
思
ひ
を
千
里
に
馳
せ
、
手
を
接
し
て

同
に
歸
ら
ん
こ
と
を
願
ふ
」
と
、

�
�の

思
い
を

 べ
て
こ
の
賦
を
締

め
く
く
っ
て
い
る
。

つ
づ
く
第
三
段

�は
、
相
如
の
こ
の
賦
を
聞
い
て
、
興
を
催
し
た
鄒

陽
が
二
首
の
歌
を
作
る
場
面
を

!く
。
そ
の
歌
（
「
積

�之
歌
」
と

「
白

�之
歌
」）
と
は
、

�の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

携
佳
人
兮
披
重
幄
、

"綺
衾
兮
坐

#縟
。

燎

$鑪
兮
炳
明
燭
、

%桂
酒
兮
揚

&曲
。

（「
積

�之
歌
」）

曲

�揚
兮
酒

�陳
、
朱
顏

'兮
思
自
親
。

願
低
帷
以
昵
枕
、
念
解
珮
而

(紳
。

怨
年

)之
易

*、
傷
後
會
之
無
因
。

君
+見

階
上
之
白

�、
豈
鮮
燿
於
陽
春
。

（「
白

�之
歌
」）
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�
�は

酒
宴
の
優

�な
さ
ま
を
詠
じ
た
敍
景
の
詩
。
一
方
、
後

�は

・
人
生
短
促

・
の

�き
を
つ
づ
っ
た
抒

�の
詩
で
あ
る
。
賦
の
本
部
中

に
詩
歌
を

�入
す
る
こ
う
し
た
形
式
は
、
楚
辭
「
漁
父
」（
滄
浪
の
歌
）

を
淵
源
と
し
、

�代
の

	賦
の
な
か
に
も
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
も

の
で
、
こ
こ
は
そ
の
傳
統


な
手
法
を
繼
承
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
そ
れ
ら
の
詩
歌
（
系
詩
）
を

�う
作
品
は
一
般


に
亂
を

も
た
な
い
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
篇
末

�く
に
置
か
れ
る
歌
が
、

作
品
に
收
束
感
を
與
え
る
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
の
賦
の
作

�は
さ
ら
に

筆
を
す
す
め
て
、
「
王
乃
ち



じ
ん

繹 え
き

吟 ぎ
ん

翫 が
ん

し
、
撫
ぶ

覽 ら
ん

扼 や
く

腕 わ
ん

す
。

�み
て
枚

叔
（
枚
乘
）
に
謂
ふ
、

�ち
て
亂
を
爲
れ
、
と
」
と

�べ
て
い
る
。
そ

の
枚
乘
の
亂
が
最

�段

�で
あ
る
。

亂
曰
：

白

�雖
白
、
質
以
輕
兮
。

白
玉
雖
白
、
空
守
貞
兮
。

未

�茲

�、
因
時
而
滅
。

玄
陰
凝
不
昧
其

�、
太
陽

�不
固
其

�。

�豈
我
名
、

�豈
我
貞
。

憑
雲
升

�、
從
風
飄
零
。

値
物
賦
像
、
任
地
班
形
。

素
因
偶
立
、
汚
隨
染

�。

縱
心

�然
、
何
慮
何
營
。

大
意
を
示
せ
ば

白

�も
白
玉
も
、
白
い
點
で
は

�と
同
じ
で
あ

る
が
、

�が
時
に
從
っ
て
變

�す
る
の
に

�ば
な
い
。
嚴
し
い

�さ
の

な
か
で
も

�白
さ
を
失
わ
ず
、
日
の
照
る
と
き
に
は

�を
固
持
す
る
こ

と
な
く

 え
て
ゆ
く
。
物
に
從
っ
て
柔
軟
に
形
を
變
え
、

!況
に
お
う

じ
て
色
を
變
え
て
ゆ
く
。
と
ら
わ
れ
ぬ
自
由
な
心
は
何
の
氣
が
か
り
も

な
い
。

さ
て
、
問
題
の
こ
の
亂
辭
で
あ
る
が
、

"容


に
見
る
と

#文
（
＝

司
馬
相
如
の
「

�賦
」
）
の
反
復
で
も
な
け
れ
ば
、

$
%と

い
う
こ
と

で
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
相
如
の
賦
は

�の
形

!を

&寫
し
て
も
、
そ

の
性
質
に
は
言

�し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
亂
辭
は
本

作
品
に
お
い
て
ど
う
い
う
役

'を
果
た
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ

作

�は
こ
の
賦
に
亂
を
付
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は

(モ
ー
ド
（
m
o
d
e．
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
の

)型
）
の
轉
換
（

12）

*と
い
う
點
に
關
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま

ず
本
作
品

#體
の
枠
組
み
か
ら
言
う
と
、
登
場
人
物
た
ち
の
話
の
や
り

と
り
を
軸
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
基
本


に
は
時

+の
經

,に
そ
っ

て
出
來
事
を
敍

�し
て
ゆ
く
、
敍
事
型
（
n
a
rra
tiv
e
m
o
d
e）
の
モ
ー

亂
の
機
能
に
つ
い
て
（
井
上
）
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ド
で
あ
る
。
だ
が
賦
の

�部
を
見
る
と
、
相
如
の
賦
、
鄒
陽
の
歌
、
枚

乘
の
亂
の
三
部
分
は
、
必
ず
し
も
敍
事
型
で
統
一
さ
れ
て
い
な
い
。
相

如
の
「

�賦
」
は

�の
美
し
さ
を
客

�
�に

�寫
す
る

�寫
型
（
d
e-

scrip
tiv
e
m
o
d
e）
を
基

�と
し
、
鄒
陽
の
「
白

�之
賦
」
は
酒
宴
の

�樂
と
人
生
の
一
回
性
に
對
す
る

	き
を
一
人
稱

�

點

か
ら

�直
に

�べ
る
抒

型
（
ly
rica
l
m
o
d
e）
で
あ
り
、
そ
し
て
枚
乘
の
「
亂
」

は

�の
特
長
を
比
較
對
照
に
よ
っ
て
理
知

�に
論
じ
る

�示
型
（
ex
-

p
o
sito
ry
m
o
d
e）
の
モ
ー
ド
を

�用
し
て
い
る
。
こ
れ
を
圖
式

�す

れ
ば
、

�の
よ
う
に
な
ろ
う
。

第
一
段

�＝

�入
部
分
・
序
＝
敍
事
型

第
二
段

�＝
司
馬
相
如
の
賦
＝

�寫
型

第
三
段

�＝
鄒
陽
の
歌
＝
抒

型

第
四
段

�＝
枚
乘
の
亂
＝

�示
型

こ
の
よ
う
に
「

�賦
」
で
は
、
一
篇
の
作
品
の
な
か
に
、
多

�な
モ
ー

ド
を

�用
し
敍

�し
て
い
る
こ
と
は
留
意
さ
れ
て
よ
い
。

と
こ
ろ
で
、
賦
と
い
う
樣
式
の
基
本

�な
性
格
は
、

�體
物

�陳

�

だ
と
言
わ
れ
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
事
物
を

�き
つ
く
す
と
い
う
こ

と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
詩
が
事
物
の
切
斷
面
を

�く
の
に
對
し
て
、
賦

は
そ
の

�體
を

�く
、
と
い
う
よ
り

�き
つ
く
す
わ
け
で
あ
る
。
こ
う

し
た
性
格
な
い
し

�識
は
、

�代
の
み
な
ら
ず
、
ふ
つ
う
賦
が
小
品

�

し
た
と
言
わ
れ
る
六

�時
代
（
實
の
と
こ
ろ
小
品

�の
現
象
が
顯

�に

な
る
の
は
、
六

�の
後

�、
齊
梁
の
こ
ろ
で
あ
る
）
に
あ
っ
て
も
、
な

お
依
然
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
當
時
の

人
々
が
賦
作
品
を
批

�す
る
場
合
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
よ
り

も
、
書
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
漏
れ
て
い
る
こ
と
を
重


し
て
い
る
事

實 （

13）は
、
か
れ
ら
の
意
識
の
な
か
で
、
賦
が
な
お

�體
性
・

�羅
性
を
も

つ
樣
式
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
賦
の
作

 謝
惠

!に
お
い
て
も
「
賦
は
對
象
を

�き
つ
く
す

も
の
」
と
い
う
意
識
が
、
多
少
な
り
と
も
存
在
し
た
こ
と
は

"
#い

な

い
。こ
う
し
た
樣
式

�理
念
を
實
現
す
る
た
め
に
、

�代
の
賦
作
家
た
ち

が

�寫
型
の
モ
ー
ド
を
用
い
、
統
一
さ
れ
た


點
の
も
と
で
對
象
（
素

材
）
の

�體
を

�く
こ
と
に
力
を

$い
だ
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

結
果
、
賦
は
長
篇

�し
て
ゆ
く
こ
と
と
な
っ
た
。
だ
が
、
す
で
に
見
た

よ
う
に
こ
の
賦
の
作

 は
こ
う
し
た
方
法
を

�用
し
て
い
な
い
。
か
れ

が
試
み
た
の
は
、
一
つ
の
作
品
の
な
か
に
多
樣
な
モ
ー
ド
を

%り

&む

と
い
う
手
法
で
あ
る
。

こ
の
多
樣
な
モ
ー
ド
を

'用
す
る
と
い
う
手
法
は
、
賦
の
傳
統
か
ら
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叢
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見
れ
ば

�端
で
あ
る
が
、
「
事
物
の

�體
を

�き
つ
く
す
」
と
い
う
賦

の
理
念
を
實
現
す
る
と
い
う
點
で
は
同
じ
も
の
と
言
え
る
。
と
い
う
の

は
、

�寫
型
の
語
り
口
で
は
、

�に
ま
つ
わ
る
故
事
や

�の

�い

�ち

る
風
景
を

�く
こ
と
は
で
き
て
も
、

�
�に

よ
っ
て
ひ
と
が

	く
樣
々

な
感


、
お
よ
び

�の
本
性
か
ら

�き
出
さ
れ
る
思
想
・

�訓
と
い
っ

た
も
の
を
表
現
す
る
こ
と
は

し
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

�史
上

の
人
物
に
よ
る
架
空
の
對
話
と
い
う
枠
組
み
を
設
定
し
、
そ
の
な
か
で

モ
ー
ド
を
切
り
替
え
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
素
材
＝

�の

�體
を

�

く
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
モ
ー
ド
の
切
り
替
え
に
あ
た
っ

て
、
作

�が
利
用
し
た
の
が
、
賦
中
の
系
詩
（
歌
）
と
賦
末
の
亂
辭
で

あ
る
こ
と
は
改
め
て

�明
す
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

�知
の
よ
う
に
、

�と
い
う
素
材
は
詠
物
賦
に
お
い
て
と
く
に
新
し

い
も
の
で
は
な
い
。
現
存
作
品
に
限
っ
て
み
て
も
、
西
晉
の
孫
楚
、
東

晉
の
李

�、
伏
系
之
ら
に
よ
っ
て
何
度
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
宋

代
當
時
に
お
い
て
す
で
に

�き
つ
く
さ
れ
た
文
學

�素
材
で
あ
っ
た
と

言
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
同
じ
よ
う
な
や
り
方
で
先
行
作
品
を
超
え
て
ゆ

く
こ
と
は
、
必
ず
し
も
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
「
素
材
の

�體
を

�き
つ
く
す
」
と
い
う
賦
の

理
念
を
實
現
す
る
う
え
で
、
亂
が
重

�な
役

�を
擔
っ
て
い
る
こ
と
が

理
解
さ
れ
よ
う
。
思
え
ば
、
こ
の

�モ
ー
ド
の
轉
換

�と
い
う
機
能
は
、

亂
が
賦
の
本
部
の
外
に
置
か
れ
る
（
と
い
っ
て
も
テ
ク
ス
ト

�部
に
あ

る
）
と
い
う
性
質
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を

�の
賦
家
た
ち
は
本

部
の
反
復

�
�の

た
め
に
使
用
し
、
そ
れ
以
上
の
も
の
を
求
め
よ
う
と

は
し
な
か
っ
た
。
一
方
、
本
作
品
の
作

�は
亂
の
こ
う
し
た
性
質
に

�

目
し
、
賦
の

�
�
�素

の
ひ
と
つ
と
し
て
積
極

�な
意
義
を
見
出
し
た

わ
け
で
あ
る
。
私
た
ち
は
こ
こ
に
作

�の
個
人
差
と
い
う
よ
り
、
時
代

の
懸

�を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
。
六

�後

 の
文
人
た
ち
に
と
っ
て
、

亂
は
す
で
に
作
賦
の
規 、
則 、

規
制

�・
慣
例

�

で
は
な
く
、
手 、

法 、
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
五
）
江
淹
「
江
上
之
山
賦
」

最
後
に
、
梁
の
江
淹
「
江
上
之
山
賦
」
を
見
て
み
よ
う
。
江
淹
は
今

日
、
「
雜
體
詩
三
十
首
」
（
『
文

!』
卷
三
十
一
）
な
ど
の
詩
作
品
で
よ

く
知
ら
れ
る
が
、
實
の
と
こ
ろ
か
れ
の
本
領
は
詩
で
は
な
く
、
賦
の
分

野
の
ほ
う
に
あ
る
。
現
存
作
品
數
四
十
篇
（

14）と
い
う
數
だ
け
と
っ
て
み
て

も
、
齊
梁
期
隨
一
の
分
量
で
あ
り
、
六

�後

 最
大
の
賦
作
家
と
言
っ

て
も
言
い

"ぎ
で
は
な
い
。

「
江
上
之
山
賦
」
は
、
明

#宋
刻
本
『
江
文

$文
集
』
（
『
四
部
叢
刊

初

%』
&收

）
に
收
め
ら
れ
る
。
わ
ず
か
二
四
四
字
の
小
賦
で
あ
る
が
、

'の
張

(「
江
山
愁
心
賦
」
な
ど
、
後
世
の
賦
に
與
え
た
影

)は
小
さ

亂
の
機
能
に
つ
い
て
（
井
上
）
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く
な
い
。
賦
の

�文
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

潺
湲

�溶
兮
、
楚
水
而

�江
。
刻
劃
嶄

�兮
、
雲
山
而
碧
峰
。
挂

�

蘿
兮
萬
仞
、
竪
丹
石
兮
百
重
。
嵯
峨
兮
巖

�、
如

�兮
如

	。
嶢
嶷
兮

尖
出
、
巖


兮
空
鑿
。
波

�兮
吐

�、

峯
兮
積
沓
。

�
�兮

赤
尾
、

�
�兮

�匝
。
見
紅

�之
交
生
、
眺
碧
樹
之
四
合
。

�自
然
而
千

�、

樹
無

�而
百
色
。

嗟
世

�之

�茲
、
牽
憂
恚
而
來
逼
。
惟
爐

�於
片
景
、

�絲

�於
一

息
。

�意

�而
生
短
、
恆
輪

�而
路
仄
。
信
懸
天
兮
窈
昧
、
豈
繋
命
於

才
力
。

�群
龍
之
咸
疑
、
焉
衆

�之

 極
。
俗
逐
事
而
變

!、
心
應
物

而
迴
旋
。

�
"
#其

未
悟
、
亦

$
%而

已

&。
伊
人
壽
兮
幾
何
、
譬
流

星
之
殞
天
。
悵
日

'兮
吾
有
念
、
臨
江
上
之
斷
山
。
雖
不

(而
無
操
、

願
從

)芬
與
玉
堅
。

亂
曰
、
折

*
+兮

蔽
日
、
冀
以
盪
夫
憂
心
。
不
共
愛
此
氣
質
、
何
獨

嗟
乎
景
沈
。

こ
の
賦
の
本
部
は
大
き
く
二
段

,に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず

第
一
段

,は
、
篇
題
に
あ
る
「
江
上
の
山
」
の
景
物
を

-く
と
こ
ろ
。

勢
い
よ
く
流
れ
る
江
水
、
そ
の
な
か
に
そ
そ
り
立
つ
山
、
重
な
り

.な

る
峰
々
、
水
中
を
泳
ぐ
魚
や
龜
、
山
中
に
生
い

/る

�木
な
ど

が
、

騷
體
の
形
式
と
數
多
く
奇
字
に
よ
っ
て

-寫
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た

措
辭
は
、
あ
る
い
は
劉
安
の
「
招
隱
士
」
を
い
く
ら
か
踏
ま
え
て
い
る

か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
「
招
隱
士
」
に
お
け
る
自
然
が
不
快
な
も
の
と

し
て

-か
れ
る
の
に
對
し
て
、
こ
の
賦
の
作

0は
好
ま
し
い
も
の
と
捉

え
て
い
る
點
は
大
き
な
相

1で
あ
る
。

2の
第
二
段

,は
、
敍
景
か
ら
抒

�へ
と
轉
じ
る
。

3段
末
の
「

�

は
自
然
に
し
て
千

�あ
り
、
樹
は
無

�に
し
て
百
色
あ
り
」
を
受
け
て

發
せ
ら
れ
る
の
が
、
「
世

�の
茲
に

�な
る
を
嗟
き
、
憂 ゆ
う

恚 い

に
牽
か
れ

て
來
り
逼
る
」
と
い
う
、
「
世

�」
に
對
す
る

4
5で

あ
る
。
作

0は

い
う
、
高
邁
な
志
を

�き
、

3
6の

�坦
な
る
こ
と
を
思
い
願
っ
て
も
、

こ
の
短
い
人
生
の

6上
で
挫
折
や
失
意
に

7う
の
が
現
實
な
の
だ
、
と
。

つ
い
で
「
俗
は
事
を
逐
ひ
て
變

!し
、
心
は
物
に
應
じ
て
迴
旋
す
。

�

に

"

く
つ

#

き
ゆ
うに
し
て
其
れ
未
だ
悟
ら
ず
、
亦
た

$

い

%

か
く

し
て
已
に

&る
」
と
、

人
心
の
移
ろ
い
や
す
さ
を

5く
。「

$
%」

は
背
き

1う
こ
と
。「

離
騷
」

の
「
紛
總
總
其
離
合
兮
、
忽

$
%其

8
&」

に
も
と
づ
く
語
で
あ
る
。

「
わ
ず
か
の

9で
人
の
心
が
く
い
ち
が
っ
て
疎

�に
な
る
」
と
は
、
兪

紹
初
・
張
亞
新
『
江
淹
集
校

:』（
中
州
古

;出
版

<、
一
九
九
四
年
）

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
あ
る
い
は
作

0の
個
人

=體
驗
を
踏
ま
え
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
人
壽
の
い
く
ば
く
も
な
い
こ
と
を

5き

悲
し
む
作

0は
、
「
不

(に
し
て
無
操
と
雖
も
、
願
は
く
は

)芬
と
玉

中
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詩
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叢
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堅
に
從
は
ん
」
と
、
自
ら
の
決
意
を
示
し
て
、
賦
の
最
後
を
締
め
く
く
っ

て
い
る
。

一
方
、
篇
末
の
亂
辭
は
わ
ず
か
４
句
の
短
い
も
の
で
あ
る
。
一
句
め

「

�
�を

折
り
て
日
を
蔽
ふ
」
は
、
お
そ
ら
く
「
離
騷
」
の
「
折

�木

以
拂
日
、
聊
逍
遙
以
相
羊
」
を
踏
ま
え
る
だ
ろ
う
。「
離
騷
」
の
句
は
、

天
に
登
り
崑
崙
山
に
至
っ
た
屈
原
が
、
傳

�の

�木
の
枝
を
折
り
日
光

を
拂
っ
て
徘
徊
躑
躅
す
る
さ
ま
を

�く
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
江

上
の
美
し
い
夕
景
に
臨
ん
で
悲
し
み
た
た
ず
む
作

�の

�を
表
す
。

	

の
句
の
「
憂
心
」
は
、『
詩
經
』「


風
・
柏
舟
」
の
「
憂
心
悄
悄
、
慍

于
群
小
」
を
出
典
と
す
る
語
で
、
「
世

�」
の
艱

�に
對
す
る
作

�自

身
の
憂
い
を
さ
す
も
の
と
見
ら
れ
る
。

だ
が
、
こ
の
後
の
二
句
が
わ
か
り
に
く
い
。
三
句
め
の
「
此
氣
質
」

は
、
第
一
段

に
あ
る
「
江
上
の
山
」
＝
自
然
の
高

�な
氣
質
を
さ
す

の
で
あ
ろ
う
が
、
も
と
よ
り
作

�は
そ
れ
を
「
愛
」
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、
厭
う
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
ま
た
、
「
獨
り
嗟
く
」
と
あ
る

が
、
そ
の

�語
は
だ
れ
な
の
か
。
も
し
そ
れ
が
作

�自
身
で
あ
る
と
し

た
ら
、
「
共
に
」
と
は
だ
れ
と
と
も
に
な
の
か
。
そ
も
そ
も
こ
の
作
品

は
だ
れ
を
讀

�と
し
て
想
定
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

曹

�衡
「
江
淹
作
品
寫
作
年
代
考
」（『
中
古
文
學
史
論
文
集
續

�』

［
文
津
出
版

�、
一
九
九
四
年
］

�收
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
賦
は
宋
の

泰
豫
元
年
（
四
七
二
）
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
（

15）。
こ
の
年
、
作

�二

十
九

�。

�年
（
泰
始
七
年
）
に
建

�王
劉
景
素
に
從
っ
て
荊
州
に
赴

任
し
、
こ
の
年
も
建

�王
の

�
�と

し
て
引
き
續
き
荊
州
の

�府
に
あ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
頃
、
泰
始
二
年
（
四
六
六
）
以
來
ほ
ぼ
つ
ね
に

�僚
と
し
て
仕
え
て
き
た

�君
劉
景
素
と
の
關
係
が
に
わ
か
に
惡

�す

る
。
こ
の

�の
事

�に
つ
い
て
江
淹
自
ら

	の
よ
う
に

�べ
て
い
る
。

轉
巴
陵
王
右
常
侍
、
右
軍
建

�王

�
�。

�待
累
年
、

�以
文
章
見

�。
而
宋
末
多
阻
、
宗
室
有
憂
生
之

�。
王
初
欲

�檄

 天
下
兵
、
以

求
一
旦
之
幸
。
淹
嘗
從
容
曉
諫
、
言
人
事
之

!敗
。

"曰
、
殿
下
不
求

宗
廟
之
安
、
如
信
左
右
之
計
、
則
復
見
麋
鹿
霜
棲
露
宿
於
姑
蘇
之
臺
矣
。

#不
以

$、
而
更
疑
焉
。

（「
自
序
」）

%す
る
に
、
宋
末
の
混
亂
に
乘
じ
て
謀
反
を
企
て
る
劉
景
素
に
對
し

て
、
江
淹
は
そ
れ
を
思
い
と
ど
ま
る
よ
う
度
々
諫
め
た
が
、

&に
景
素

か
ら
疎
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
後
、
兩

�の
關
係
は
好

轉
す
る
こ
と
な
く
、
元
徽
二
年
（
四
七
四
）
、
つ
い
に
景
素
の

&鱗
に

ふ
れ
た
江
淹
は
、

'興
令
に
左

(さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
傳
記
事
實
を
踏
ま
え
た
な
ら
ば
、
さ
き
ほ
ど
の
問
題
を
解

釋
す
る
こ
と
も
さ
ほ
ど
無
理
で
は
あ
る
ま
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
賦
は
直

亂
の
機
能
に
つ
い
て
（
井
上
）
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接
に
は

�君
劉
景
素
に
對
し
て
書
か
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
本
部
の

最
後
の
二
句
に
、
固
い

�操
を
保
持
す
る
決
意
を
示
す
の
は
、
そ
れ
を

端

�に
示
し
て
い
よ
う
。
そ
し
て
「
此
の
氣
質
を
共
に
愛
せ
ず
、
何
ぞ

獨
り
景
沈
を
嗟
く
」
と
あ
る
の
は
、
美
し
い
自
然
に
關
心
を
寄
せ
る
こ

と
な
く
、
ひ
た
す
ら
政
治

�野
心
を

�
�し

よ
う
と
す
る

�君
を
さ
り

げ
な
く
諫
め
た
も
の
、
と
考
え
て
よ
い
。
「
わ
た
し
と
と
も
に
こ
の
自

然
を
愛
さ
ず
、
ど
う
し
て
あ
な
た
は
ひ
と
り

�日
を

�く
の
か
（

16）」
と
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
賦
の
本
部
は
意
味

�に
二
重
の

	

を

も
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
對
自

�に
は
自
ら
の
不

�感
を
う
た
う
も
の
で

あ
り
、
對
他

�に
は
自
然
と
世
俗
を
對
比
す
る
こ
と
で

�君
（
讀

�）

の

ち
を
諷
諫
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
作

�に
と
っ
て
重

�な
の
は
、
後

�（
諷
諫
）
の
方
で
あ
ろ
う
。
作
賦
の
本
來
の
動
機
は
、

謀
反
を
企
圖
す
る
劉
景
素
と
の
人

�關
係
の
こ
じ
れ
に
あ
る
わ
け
だ
か

ら
。こ
の
よ
う
に
作
賦
の
動
機
を
亂
の
な
か
で
仄
め
か
す
態
度
は
、
お
そ

ら
く
當
時
の
時
代

�況
と
無

�で
は
あ
る
ま
い
。
從
來
の
賦
に
お
い
て

は
、
作
賦
の
動
機
や
趣
旨
は
ふ
つ
う
序
の
な
か
で

�べ
ら
れ
る
が
、
賦

序
の

�例
と
し
て
そ
の
語
り
手
（
sp
ea
k
er）
は
作

�（
a
u
th
o
r）
と

一

�す
る
た
め
に
、
作

�の
意
圖
は
直
接
讀
み
手
に
傳
え
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
、

�代
よ
り
も
い
っ
そ
う
不
穩
な
政
治

�況
下
に
あ
っ

た
六

�時
代
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
や
り
方
は
と
き
と
し
て
身
の
危

險
を
招
く
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
こ
の
賦
の
よ
う
な
諷
諫
を
意
圖
す

る
場
合
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
部
の
外
部
で
、
し
か

も
テ
ク
ス
ト

�部
に
あ
る
亂
に
お
い
て
、
あ
る
種
の

�
	と

し
て
作
賦

の
動
機
＝
諷
諫
を
仄
め
か
す
方
が
、
序
に
お
い
て
言
明
す
る
よ
り
も
、

相
對

�に
安

�で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
六

�後

�の
表
現

�た
ち
の
置
か
れ
た
困

�な

�況
と
と
も
に
、
手
法
と

し
て
の
亂
の
新
し
い
機
能
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
六
）
結
語

�代
に
お
い
て
「

�文
の

�
�」

で
あ
っ
た
亂
が
、
そ
の
後
、

�旨

の
補
充
、
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
の
モ
ー
ド
の
切
り
替
え
、
作
賦
の
動
機
の
暗

示
、
と
い
っ
た
多
樣
な
機
能
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
さ
ま
を
西
晉

か
ら
宋
末
ま
で
の
三
つ
の
作
例
を

�し
て
見
て
き
た
。

が
、
こ
う
し
た
變

�は
も
と
よ
り
結
果
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
な
ん

ら
か
の
原
因
が
存
在
す
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
そ
こ
で
最
後

に
、
亂
の
あ
り
方
に
變

�が
生
じ
た
一
因
ま
た
は
背
景
に
つ
い
て
、
い

さ
さ
か
私
見
を

�べ
て
お
き
た
い
。

そ
も
そ
も
賦
は
、

�誦
さ
れ
る
文

�樣
式
で
あ
っ
た
。

�代
に
お
い

て
楚
辭
が
「
誦
讀
」
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
當
時
の
文
獻
の
な
か
で
し
ば
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し
ば
言

�さ
れ
て
い
る
が
、
賦
の
新
作
も
同
じ
よ
う
に
公

�な
場
に
お

い
て
誦
讀
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

�
�の

宣

�の

と
き
、
王
襃
が
病
氣
の
太
子
を
樂
し
ま
せ
る
た
め
に
自
ら
作
っ
た
作
品

を
誦
讀
し
、
さ
ら
に
病
の

�え
た
太
子
が
、
襃
の
「
甘
泉
賦
」
と
「
洞

簫
賦
」
の
二
篇
を
後
宮
の
貴
人
た
ち
に
誦
讀
さ
せ
た
こ
と
が
、『

�書
』

「
王
襃
傳
」
に
見
え
て
い
る
。
ま
た
後

�の
班
固
が
賦
の
定
義
に
つ
い

て
、
「
歌
は
ず
し
て
誦
す
、
之
を
賦
と
謂
ふ
」
（
『

�書
』
「

�文
志
」
）

と

	く
の
も
、
當
時
の


況
を
少
な
か
ら
ず
踏
ま
え
た
も
の
と
考
え
ら

れ
よ
う
。

思
う
に
、
こ
の
よ
う
な
享
受
形
態
に
お
い
て
、
賦
の
亂
が
「

�文
の

�
」

で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
そ
れ
な
り
に
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

賦
が
第
一
義

�に
耳
で
聞
く
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
線

�・

�
�
�

な
作
品
の
結
末
に

�旨
を
示
す
方
が
享
受

�の
印
象
・
記
憶
に
殘
り
や

す
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
賦
は
、

�陳
を
旨
と
す
る
樣
式
で
あ
る
た

め
、
事
物
が
上
下
左
右
に
擴
張

�に
列

�さ
れ
て
ゆ
く
傾
向
が
あ
る
。

こ
う
し
た
饒
舌
性
に
よ
る
多
樣
な
變

�を
、
亂
に
お
い
て
意
味

�に
統

一
す
る
こ
と
は
、
享
受

�に
對
し
て
あ
る
種
の
收
束
感
を
與
え
る
こ
と

に
な
る
。
そ
の
際
、
「
×
×
×
×
、
×
×
×
兮
」
と
い
う
安
定
感
を
も

つ
四
言
リ
ズ
ム
（

17）が
そ
の
效
果
を
い
っ
そ
う

�め
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想

像
に

�く
な
い
。
劉

�『
文
心
雕
龍
』
「
詮
賦
」
に
「
亂
は
以
て
篇
を

理
め
、
文
勢
を
寫

�（
收
束
）
す
（

18）」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は

�賦
の
實
態

に

�し
た
分
析
と
し
て
讀
む
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、

�賦
の
亂
辭

が
「

�文
の

�
」

で
あ
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も

�極

�な
意
義
を
も

つ
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「

�文
の

�
」

で
あ
っ
て
は
じ
め
て
、

賦
の
な
か
で
機
能
す
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
六

�時
代
に
な
る
と
賦
を
め
ぐ
る


況
が
樣
變
わ
り
す

る
。
す
な
わ
ち
、
賦
は
目
で
讀
む
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。
陸
雲
の
書

�を
讀
む
と
、
自
ら
書
い
た
賦
の

�稿
を
兄
陸
機
に

�ん
で
添

�し
て

も
ら
っ
た
り
、
ま
た
出
來
上
が
っ
た
作
品
を

�方
の
知
人
に
手
紙
で

�っ

た
り
し
て
い
る
樣
子
が
窺
わ
れ
る
が
（

19）、
遲
く
と
も
西
晉
時
代
に
は
賦
の

�誦
性
な
い
し
同
時
同
座
性
は
希

 
�し

、
讀
み
も
の
と
し
て
享
受
さ

れ
る
（
む
ろ
ん
二

!
�に

誦
讀
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
）
よ
う

に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
享
受
の
重
心
が
耳
か
ら
目
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
こ
と

は
、
享
受

�の
み
な
ら
ず
、
表
現

�の
意
識
に
も
少
な
か
ら
ず
影

"を

�ぼ
し
た
は
ず
で
あ
る
。

�誦
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
時

#の
經

$と

と
も
に

%聲
が

�え
て
ゆ
く
（
一
回
性
）
た
め
、
意
味
を
享
受

�の
記

憶
に
と
ど
め
る
工
夫
が
必

�に
な
る
。
し
か
し
、
基
本

�に
何
度
も
讀

み

&さ
れ
る
こ
と

す
な
わ
ち
讀
書
の
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
享
受
さ
れ

る
が

�提
と
な
れ
ば
、
こ
う
し
た
工
夫
は
と
く
に
必

�な
も
の
で
は

亂
の
機
能
に
つ
い
て
（
井
上
）
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な
い
。
む
し
ろ
、
篇
末
に

�旨
を
反
復
す
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
樣
式

�さ
れ
た
陳
腐
な
印
象
を
讀

�に
與
え
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

ま
た
、
六

�時
代
に
な
る
と
短
篇
の
作
品
が
多
く
作
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
、
本
部
の
長
篇
性
・
饒
舌
性
は
し
だ
い
に
失
わ
れ
て
ゆ
く
傾
向
に

あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
「
變

�と
統
一
」
と
い
う
、
本
部
と
亂
と
の

�來

の
關
係
性
を
根
底
か
ら

�す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
亂
に
お
い
て

收
束
感
を
與
え
る
こ
と
に
も
從
來
ほ
ど
の
意
義
を
見
出
し
え
な
い
わ
け

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
六

�の
賦
作
家
た
ち
の
置
か
れ
て
い

た

�況
が
あ
る

	度
明
確
に
な
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、「


文
の

�
�」

と
し
て
の
亂
は
そ
の
本
來
の
役

�を

え
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
當
時
の
賦
作
家
た
ち
は
、
本
部
と
の
關
わ
り
、
す
な
わ
ち
作
品




體
の

�
�の

な
か
で
改
め
て
亂
の
役

�・
存
在
意
義
を

�索
し
て
ゆ
か

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
試
み
が
、
亂
の
機
能
の
多
樣

�と
い
う
現

象
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

亂
の

�史

�變

�の

�因
に
つ
い
て
は
、
な
お
檢
討
す
べ
き
點
が
少

な
く
な
い
が
、
本
稿
で
は
ひ
と
ま
ず
、
享
受
形
態
の
移
行
と
賦
の
本
部

（
本
體
部
分
）
の
變
容
と
い
う
二
點
を
指
摘
し
、
讀

�
�賢

の
批

�を

乞
い
た
い
。

・

�・

（
１
）
亂
は

�代
以
後
、
も
っ
ぱ
ら
辭
賦
作
品
に
用
い
ら
れ
る
が
、
例
外

�

に
ほ
か
の
文
體
に
お
い
て
も
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
管
見
の

�ぶ

限
り
で
は
、
以
下
の
作
品
に
見
ら
れ
る
。

�・
相
和
歌
辭
「

�病
行
○

」、

同
「
孤
兒
（
生
）
行
」、
魏
・
曹
植
「
靈

�篇
○

」、
同
「
孟

�篇
」、
晉
・

�曲
歌
辭
「
窮
武
篇
」、
後

�・
闕
名
「
巴
郡
太
守
樊

�
�

○

」。

（
２
）
楚
辭
の
「
亂
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
後

�

の
王

�の

�に
從
っ
て
「
亂
は
理
」
と
見
る
も
の
と
、
宋
の
朱
熹
の

�

に
從
っ
て
「
亂
は
樂

�の
名
」
と
見
る
も
の
が
あ
る
。
後

�に
つ
い
て

言
え
ば
、
①
『
論
語
』
「
泰
伯
篇
」
に
「
師
摯
之
始
、
關

 之
亂
、
洋

洋
乎
盈
耳
哉
」
と
あ
る
こ
と
、
②
『
國
語
』
「
魯
語
」
に
「
昔
正
考
父

校

!之
名
十
二
篇
于

"大
師
、
以

#爲
首
。
其
輯
之
亂
曰
…
…
」
と
あ

る
こ
と
、
③
『
禮
記
』
「
樂
記
」
に
「
始
奏
以
文
、
復
亂
以
武
」
と
あ

る
こ
と
を
根
據
と
し
て
お
り
、

�得
力
が
あ
る
。
亂
そ
の
も
の
は
、
本

來
『
詩
經
』
の
頃
に
用
い
ら
れ
た

$樂
用
語
（
こ
れ
は
曲
の

わ
り
に

結
尾
と
し
て
付
さ
れ
る
も
の
で
、
さ
し
ず
め
西
洋

$樂
の
コ
ー
ダ
［
co

d
a
］
に
相
當
す
る
で
あ
ろ
う
か
）
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
を
な

ぜ
「
亂
」
と
呼
ん
だ
の
か
、
ま
た
な
ぜ

$樂
用
語
が
楚
辭
に
用
い
ら
れ

た
の
か
は
、
論

�に
よ
っ
て
意
見
が
分
か
れ
る
。
詳
し
く
は
、
星
川

%

孝
『
楚
辭
の

&究
』（

'
(
)、

一
九
六
一
年
）
を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
３
）
わ
が
國
の
反
歌
が
辭
賦
の
形
式
か
ら
學
ん
だ
と
す
る
見
方
は
、
中
西

*『

+
,集

の
比
較
文
學

�
&究

』（
南
雲
堂
櫻
楓

)、
一
九
六
三
年
）

中
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な
ど
に
よ
っ
て
廣
く
支
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
論
據
と
な
る
の
は
、

『
荀
子
』
の
賦
の
末
に
「
反
辭
」
と
い
う
短
い
韻
文
が
置
か
れ
て
い
る

こ
と
、
そ
し
て
『

�
�集

』
卷
十
七

�載
歌
番
號

3976の
大

�家
持
の
書

翰
（

�文
）
に
、「
式
擬
亂
曰
（
式
て
亂
に
擬
し
て
曰
は
く
）」
と
し
て

�詩
一
首
、
短
歌
二
首
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、

�

木
正
兒
『
支

	文
學



�考

』
は
、「『
亂
』
の
形
式
が
和
歌
に
影

�し

た
と
考
へ
る
こ
と
は
時
代
の
上
か
ら
見
て
も
早
す
ぎ
る
」
と
し
て
、
日

本
獨
自
の
發
生
と
考
え
る
べ
き
だ
と

張
す
る
。
ま
た
、
吉
井
嚴
「
反

歌
考
序

�」
（
『

�
�』

第
二
十
六
號
、
一
九
五
八
年
）
で
も
、
「
中
國

文
學
に
於
け
る
亂
、
反
辭
は
や
は
り
反

�
�
�の
域
を
出
な
い
」
の
に

對
し
て
、

�
�の

反
歌
に
は
「
反

�と
言
ふ
傾
向
の
も
の
が
非
常
に
少

な
い
」
點
を
指
摘
し
、
亂
と
の
影

�關
係
を
否
定
し
て
い
る
。

（
４
）

だ
っ
た
も
の
に
、

�守
中
『
中
國
古
代
詩
歌
體
裁

�論
』
（
吉
林

大
學
出
版

�、
一
九
八
八
年
）、

�幼
明
『
辭
賦

�論
』（
湖
南

�育
出

版

�、
一
九
九
一
年
）、
曹
明
綱
『
賦
學

�論
』（
上

�古
�出

版

�、

一
九
九
八
年
）、

�水
雲
『
六

�駢
賦

�究
』（
文
津
出
版

�、
一
九
九

九
年
）
な
ど
が
あ
る
。
な
お
中
西

�『

�
�集

の
比
較
文
學

�
�究

』

第
二
章
で
は
、
こ
う
し
た

�
�と

は
別
に
、
「
末
尾
の
抒

�」
と
い
う

機
能
を
指
摘
す
る
。
ま
た
袁
濟
喜
『
中
國
古
代
文
體
叢
書
・
賦
』
（
人

民
文
學
出
版

�、
一
九
九
四
年
）
で
は
、
「

題
を
昇

�す
る
」
た
め

に
亂
を
用
い
る
と
も
い
う
。

（
５
）
こ
こ
で
は
、「
賦
」
と
題
す
る
作
品
は
も
と
よ
り
、
枚
乘
の
「
七
發
」

に
始
ま
る
「
七
」
體
、
宋
玉
の
「
九

 」
に
始
ま
る
「
九
」
體
、
お
よ

び
賈
誼
「
惜

!」
等
の
騷
體
の

"作
品
も
廣
義
の
賦
と
見
な
し
て
數
え

る
。
な
お
、
頌
や
設
論
に
屬
す
る
作
品
は
別
の
文
體
と
し
て
除
外
し
て

い
る
。

（
６
）
「
歸
去
來
」
の
最

#段

$の
「
已
矣
乎
」
を
亂
の
始
ま
り
を
示
す
記

號
と
見
な
す
の
は
、
金
・
王

%
&『

'南

(老
集
』
卷
三
四
の

)の
發

言
に
始
ま
る
。
曰
く
、「
已
矣
乎
之
語
、

�以
便
章
而
爲
斷
。

*系
曰
・

亂
曰
之

+」
と
。
こ
の
後
、
錢
鍾
書
『
管
錐

,』
（
中

�書
局
、
一
九

七
九
年
）
が
こ
の

�を
支
持
し
、
つ
い
で
李

�

,『

陶
淵
明
詩
文
賞

析
集
』（

-振
甫
執
筆
、
巴
蜀
書

�、
一
九
八
八
年
）、

.章
燦
『
魏
晉

南
北

�賦
史
』（
江
蘇
古

�出
版

�、
一
九
九
二
年
）、

�水
雲
『
六

�

駢
賦

�究
』
な
ど
も
こ
れ
に
從
っ
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
拙
論
「
陶
淵

明
『
歸
去
來
兮
辭
』
の

/已
矣
乎

0を
め
ぐ
っ
て
」
（
中
國
詩
文

�究

會
『
中
國
詩
文
論
叢
』
第
十
三
集
、
一
九
九
四
年
）
を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
７
）
中
島
千
秋
『
賦
の

1立
と

展
開
』
（
關

洋
紙
店
印
刷

�、
一
九
六
三

年
）
第
三
章
第
四

2で
は
、
亂
を
も
つ
賦
作
品
の
系
列
を
、

3樂
の

+、

祭
祀
の

+、
招
魂
歌
の

+の
三

+に
分
け
て
い
る
が
、
最

#
�に

「
そ

れ
が

�賦
で
は

#樂
章
と
し
て

題
を
の
せ
る
句
型
と
し
て

+型

�に

用
い
ら
れ
、
原
初
の
意
を
失
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
だ
ん
だ
ん
に

形
式

4し
、
付
け
て
も
付
け
な
く
て
も
よ
い
よ
う
に
な
り
、

と
す
る

�は
本
文
に
な
っ
た
の
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

（
８
）
「
李
夫
人
賦
」
は
、
武

5が
寵

6、
李
夫
人
の
死
に
際
し
て
作
っ
た

も
の
で
、
最
愛
の
女
性
を
失
っ
た
悲
し
み
が
切
々
と
つ
づ
ら
れ
て
い
る

が
、
亂
辭
に
見
え
る
兄
弟
、
稚
子
、

�束
と
い
っ
た
話
は
、
本
部
の
な

亂
の
機
能
に
つ
い
て
（
井
上
）
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か
で
は
ま
っ
た
く
言

�さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
李
夫
人
が
臨

�の

床
に
お
い
て
、
ふ
と
ん
で
顏
を
隱
し
た
ま
ま
、
息
子
（
昌
邑
王
劉

�）

と
兄
弟
（
李

�年
、
李
廣
利
ら
）
の
こ
と
を
武

�に
託
し
た
、
と
い
う

�話
に
關

�す
る
も
の
で
あ
る
。
詳
し
く
は
、
D
a
v
id
R
.
K
n
ech
tg
es

「

	武

�

賦

」（『
第
三
屆
國
際
辭
賦
學
學

�討
論
會
論
文
集
』［
臺
灣

國
立
政
治
大
學
、
一
九
九
六
年
］）
を
參
照
。

（
９
）
な
お
こ
の
ほ
か
に
、
疑
問
の
作
と
し
て
、
陸
機
「

�
賦

」
が
あ
る
。

こ
れ
は
『

�文

�聚
』
卷
六
九
で
は
「
亂
曰
」
に
作
る
が
、
本
集
で
は

「
辭
曰
」
に
作
っ
て
お
り
、「
亂
」
で
あ
る
と
確
定
で
き
な
い
。

（

10）
管
見
の

�ん
だ
限
り
で
は
、
以
下
の
作
品
に
亂
が
見
ら
れ
る
。
王
勃

「

�廟
山
賦
」、
梁
肅
「

�
�園

賦
」、
劉
禹
錫
「
山
陽

�賦
」。
ま
た
劉

禹
錫
「
傷

�賦
」
の
篇
末
に
は
「
系
曰
」
が
見
え
る
。

（

11）
張
國
星
『
六

�賦
』
（
文

�
�
�出
版

�、
一
九
九
八
年
）
で
は
、

こ
の
賦
の
亂
に
つ
い
て
、
「
心
隱
」
の

�
�世

界
を

�體

�し
、
第
二

段
の
形
象
の
補
充
を
な
す
、
と

�く
。

（

12）
モ
ー
ド
の
分

�に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
あ
り
う
る
が
、

こ
こ
で
は
小
西
甚
一
「
分
析
批

�の
あ
ら
ま
し
」（『
國
文
學
解
釋
と
鑑

賞
』
、
一
九
六
七
年
五

�號
、
至
文
堂
）
に
從
う
。
な
お
n
a
rra
tio
n
,

d
escrip

tio
n
,
ex
p
o
sitio

n
の
三
つ
の
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
の
性
質
に
つ

い
て
は
、
ク
リ
ア
ン
ス
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
と
ロ
バ
ー
ト
・
ペ
ン
・
ウ
ォ
ー

レ
ン
に
よ
る

・F
u
n
d
a
m
en
ta
ls
o
f
G
o
o
d
W
ritin

g
・（

1956,
D
en
n
is

D
o
b
so
n
L
td
）
に
詳
し
い
。

（

13）
た
と
え
ば
『
續
晉
陽
秋
』
（
『
世

�新
語
』
「
文
學
」

97
�引

）
に
、

晉
の
袁
宏
が
「
東
征
賦
」
を
作
り
、
當
時
の
名
士
を
賦
中
に
悉
く

�げ

な
が
ら
、
ひ
と
り
桓

 に
言

�し
な
か
っ
た
た
め
に
、
伏
滔
に
諫
め
ら

れ
、

 に
は
怨
ま
れ
た
、
と
い
う
話
が
見
え
て
い
る
。

（

14）
篇
題
に
「
賦
」
と
名
付
け
る
作
品
が
、
二
十
八
篇
あ
り
、
そ
の
ほ
か

に
「
山
中
楚
辭
」
等
の
騷
體
の
作
品
が
十
二
篇
あ
る
。

（

15）
兪
紹
初
・
張
亞
新
『
江
淹
集
校

!』
、
劉

"
#『

門
閥
士
族

與
永

明

文
學
』（
付

$「
永
明
文
學
繋
年
」、
三
聯
書
店
、
一
九
九
六
年
）
で
も

同
じ
く
、
泰
豫
元
年
の
作
と
す
る
。

（

16）
本
句
の
「
景
沈
」
に
つ
い
て
、
兪
紹
初
・
張
亞
新
『
江
淹
集
校

!』

で
は
、
君

%（
劉
景
素
）
が
危
險
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
の
比
喩
と
見

な
す
。

（

17）
四
言
リ
ズ
ム
の
表
現
感
覺
に
つ
い
て
は
、
松
浦
友
久
『
中
國
詩
歌
原

論
』（
大
修

&書
店
、
一
九
八
六
年
）〔
五
、
詩
と
リ
ズ
ム
〕
を
參
照
さ

れ
た
い
。

（

18）

'行
本
で
は
「
寫

(文
勢
」
を
「

)
*文

+」
に
作
る
が
、
い
ま
は

,寫
本
の
文
字
に
從
う
。
な
お
「
寫

(」
の
解
釋
は
、

-
.『

文
心

/

龍
義
證
』（
上

0古

1出
版

�、
一
九
八
九
年
）
に
引
く
、

2田
活
曉
、

牟
世
金
ら
の

�に
よ
る
。

（
19）

た
と
え
ば
「
與

3原
書
」
其
三
、
其
五
、
其
十
、
其
二
十
六
な
ど
。

參
照
‥
佐

4利
行
『
陸
雲

5究
』（

白

�
�、

一
九
九
〇
年
）。

中
國
詩
文
論
叢
第
十
九
集
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