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序

従
来
、「
離
騒
」
は
戦
国
楚
の
屈
原
が
忠
君
愛
国
の
精
神
に
よ
り
作
成
し
た
も
の
と

し
て
、『
楚
辞
』
の
中
核
を
担
う
作
品
で
あ
る
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
楚
地
の
文
学
・
思

想
・
文
化
を
研
究
す
る
た
め
の
素
材
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
（
以
下
、
離
騒
・
楚

辞
の
鍵
括
弧
を
省
略
す
る
）。
そ
し
て
現
在
で
も
楚
・
屈
原
・
離
騒
は
強
く
結
び
付
け
ら

れ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
楚
辞
に
対
す
る
解
釈
は
、
上
記
の
よ
う
な
結
び
つ
き
を
所
与
の
前
提
と

し
て
、
屈
原
の
「
忠
君
愛
国
」
を
離
騒
や
楚
辞
各
篇
の
解
釈
の
基
礎
に
置
い
て
き
た

と
言
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
作
品
の
成
立
時
期
に
関
し
て
も
、
屈
原
の
人
生
経

歴
を
参
照
軸
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
離
騒
の
記
述
中
に
楚
地
の
文
化
と
は
異
質
な
内
容
を
見
出
し
、
ま

た
あ
る
い
は
、
屈
原
が
離
騒
の
作
者
で
あ
る
こ
と
に
疑
義
を
差
し
挟
む
な
ど
、
楚
・

屈
原
・
離
騒
の
結
び
つ
き
に
対
し
て
懐
疑
を
表
明
し
、
批
判
的
な
再
検
討
を
加
え
た

論
述
も
少
数
な
が
ら
存
在
し
た
。

中
で
も
、
岡
村
繁
氏
の
研
究①
は
注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。
氏
は
、「
屈
原
が
楚

辞
の
偉
大
な
作
家
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
果
た
し
て
本
当
な
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
疑

問
を
発
し
、
九
辯
な
ど
の
諸
作
品
が
楚
辞
作
者
と
し
て
の
屈
原
に
ふ
れ
ず
、
屈
原
の

イ
メ
ー
ジ
が
忠
臣
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
偉
大
な
作

家
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
後
世
の
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
さ
ら
に
、
偉
大

な
作
家
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
支
え
る
伝
承
で
あ
る
史
記
屈
原
伝
を
批
判
し
、
根
拠
と

す
る
資
料
が
ご
く
わ
ず
か
で
あ
っ
た
と
い
う
推
測
か
ら
、
屈
原
伝
は
信
憑
性
の
高
い

伝
記
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
氏
は
、
伝
承
の
一
切
を
排
除
し
、

作
品
そ
の
も
の
を
検
討
し
、
作
品
間
の
類
似
句
の
分
布
状
況
か
ら
、
各
作
品
の
間
の

関
係
及
び
成
立
順
序
を
解
明
し
て
い
く
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
成
立
順
序
に
関
し
て

は
筆
者
は
意
見
を
異
に
す
る
も
の
の
、氏
の
テ
キ
ス
ト
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
の
巧
み
さ
や
、

そ
う
し
た
作
業
の
前
提
と
な
る
伝
承
を
鵜
呑
み
に
し
な
い
態
度
は
、
高
く
評
価
で
き

る
と
考
え
る
。

本
論
文
に
お
い
て
は
、
楚
・
屈
原
・
離
騒
を
強
固
に
結
び
つ
け
る
思
考
方
式
を
再

検
討
の
俎
上
に
載
せ
、
従
来
の
解
釈
を
批
判
し
、
合
わ
せ
て
離
騒
の
文
献
的
性
格
に

つ
い
て
筆
者
な
り
の
見
解
を
述
べ
て
い
き
た
い
。

ま
た
、
離
騒
を
は
じ
め
と
す
る
楚
辞
各
篇
が
、
多
く
の
語
句
を
共
有
す
る
こ
と
は

周
知
の
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
や
は
り
離
騒
と
多
く
の
語
句
を
共
有
す
る
九
章
、
離

騒
作
成
の
基
盤
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
九
歌
も
視
野
に
入
れ
、
考
察
を
行
な
っ
て
い
き

た
い
。

第
一
節　

屈
原
著
作
説
に
関
し
て

離
騒
・
九
歌
・
九
章
を
含
む
楚
辞
各
篇
の
作
者
が
屈
原
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い

て
は
、
ど
の
作
品
が
屈
原
の
も
の
で
あ
る
の
か
、
屈
原
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
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い
つ
の
作
品
で
あ
る
の
か
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
焦
点
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
屈
原
が
作
者
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題

は
、
決
定
的
な
判
断
材
料
に
欠
け
る
。
こ
の
よ
う
な
議
論
に
お
い
て
引
き
合
い
に
出

さ
れ
る
『
史
記
』
屈
原
伝
も
岡
崎
氏
の
批
判
に
晒
さ
れ
て
い
る
。
か
り
に
離
騒
・
九

歌
・
九
章
を
含
む
楚
辞
各
篇
が
、
楚
地
の
人
間
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
立
証
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
屈
原
と
い
う
個
人
に
ま
で
作
者
を

特
定
す
る
こ
と
は
、楚
辞
の
記
述
を
も
っ
て
し
て
は
不
可
能
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
、
楚
辞
が
楚
地
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
も
、
現
時
点
で
は

手
放
し
で
賛
同
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
離
騒
を
例
に
と
っ
て
見
れ
ば
、
本
文
中
に

「
終
古
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
終
古
」
と
い
う
表
現
は
、

『
周
禮
』
考
工
記　

輪
人
の
「
則
於
馬
終
古
登

也
」
に
対
す
る
鄭
註
が
「
齊
人
之
言

終
古
、
猶
言
常
也
」
と
す
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
齊
地
の
方
言
で
あ
る
。

無
論
、
楚
辞
諸
篇
中
に
は
、
楚
地
の
方
言
と
さ
れ
る
表
現
も
幾
多
存
在
し
、
あ
る
い

は
楚
人
が
齊
地
の
言
葉
を
流
用
し
た
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
楚
辞
に

関
す
る
あ
ら
ゆ
る
事
態
が
楚
地
に
関
す
る
物
で
あ
る
と
い
う
理
解
は
成
立
し
な
い
こ

と
が
こ
こ
で
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
離
騒
の
冒
頭
部
分
に
「
帝
高
陽
之
苗
裔
兮
，
朕
皇
考
曰
伯
庸
。
攝
提
貞
于

孟
陬
兮
，
惟
庚
寅
吾
以
降
」
と
あ
る
が
、
攝
提
格
系
の
歳
名
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。『
爾
雅
』
釋
天
を
挙
げ
て
参
考
に
供
し
た
い
。

大
歳
在
寅
曰
攝
提
格
．
在
卯
曰
單
閼
．
在
辰
曰
執
徐
．
在
巳
曰
大
荒
落
．
在
午
曰
敦

．
在
未
曰
協
洽
．
在
申
曰

灘
．
在
酉
曰
作
噩
．
在
戌
曰
閹
茂
．
在
亥
曰
大
淵
獻
．

在
子
曰
困
敦
．
在
丑
曰
赤
奮
若

こ
れ
に
対
し
、
か
つ
て
楚
地
で
あ
っ
た
地
域
よ
り
、
近
年
簡
牘
史
料
の
出
土
が
相

次
い
で
お
り
、
中
に
は
包
山
楚
簡②
の
よ
う
に
明
ら
か
に
楚
王
権
の
中
枢
に
お
い
て
利

用
さ
れ
て
い
た
司
法
文
書
に
近
い
も
の
も
出
土
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て

い
る
歳
名
は
「
大
司
馬
昭
陽
敗
晋
師
于
襄
陵
之
歳
」〈
１
０
３
号
簡
〉
の
よ
う
に
、事

件
に
よ
っ
て
歳
に
名
前
を
つ
け
る
以
事
紀
年
で
あ
る
。
包
山
楚
簡
中
の
司
法
文
書
だ

け
で
な
く
、
占
い
の
記
録
の
方
に
も
以
事
紀
年
は
見
ら
れ
る
。
文
学
作
品
で
あ
っ
て

も
、
楚
地
と
は
異
質
な
歳
名
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

で
は
、
攝
提
格
系
の
歳
名
は
ど
の
よ
う
な
文
献
に
見
ら
れ
る
の
か
と
言
え
ば
、『
大
戴

禮
記
』
用
兵
に
「

失
制
、
攝
提
失
方
」
と
あ
り
、
馬
王
堆
漢
墓
出
土
文
献
『
五
星

占
』③
に
は
ま
と
ま
っ
た
形
で
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
秦
の
統
一
以
前
に
遡
る
可
能
性

が
高
い
も
の
は
、
や
は
り
『
呂
氏
春
秋
』
序
意
「
維
秦
八
年
、
歳
在

灘
、
秋
、
甲

子
朔
、
朔
之
日
、
良
人
請
問
十
二
紀
」
で
あ
ろ
う
。
攝
提
格
系
の
歳
名
は
、
秦
地
と

の
関
連
が
推
測
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。『
史
記
』
暦
書
に

至
今
上
即
位
、
招
致
方
士
唐
都
、
分
其
天
部
。
而
巴
落
下

運
算
轉
曆
、
然
後
日
辰

之
度
與
夏
正
同
。
乃
改
元
…

…
其
更
以
七
年
爲
太
初
元
年
。
年
名
、
焉
逢
攝
提
格
、
月
名
、
畢
聚
、
日
得
甲
子
、

夜
半
朔
旦
冬
至
。

と
あ
る
が
、
巴
地
の
落
下

な
る
人
物
が
太
初
暦
の
算
定
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
が

分
か
る
。
そ
し
て
決
定
さ
れ
た
年
名
は
「
攝
提
格
」
な
の
で
あ
る
。
攝
提
格
系
の
歳

名
は
、
巴
蜀
の
地
の
文
化
と
何
ら
か
の
関
係
を
持
つ
も
の
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
し

て
、
巴
蜀
の
地
を
手
に
し
て
い
た
秦
地
に
も
、
そ
う
し
た
文
物
制
度
が
い
ち
早
く
導

入
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
想
定
す
れ
ば
、
攝
提
格
系
の
歳
名
が
、『
呂

氏
春
秋
』
序
意
以
前
に
遡
り
得
な
い
こ
と
が
う
ま
く
説
明
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

攝
提
格
系
の
歳
名
と
秦
地
と
の
関
係
が
推
察
さ
れ
る
な
ら
ば
、
離
騒
の
「
帝
高
陽

之
苗
裔
兮
」
と
い
う
記
述
も
新
た
な
相
貌
を
見
せ
る
。
陝
西
省
鳳
翔
縣
南
指
揮
村
か

ら
出
土
し
た
秦
公
大
墓
石
磬
残
銘
（
紀
元
前
５
７
３
年
製
作
か
）
に
は
、「
高
陽
有
霊
…
」
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と
の
言
及
が
あ
る④
。
一
体
、
帝
高
陽
は
帝
顓
頊
の
別
名
と
さ
れ
る
が
、『
左
伝
』
に
お

い
て
は
未
だ
両
者
は
同
一
視
さ
れ
て
お
ら
ず
、『
大
戴
禮
記
』
帝
繋
「
昌
意
産
高
陽
、

是
爲
帝
顓
頊
」
に
至
っ
て
は
じ
め
て
同
一
視
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
を
承
け
た
と
思

わ
れ
る
『
史
記
』
五
帝
本
紀
の
通
行
に
よ
っ
て
、
帝
高
陽
は
帝
顓
頊
の
別
名
と
す
る

見
解
が
流
布
し
た
と
思
わ
れ
る
。「
高
陽
」が
紀
元
前
六
世
紀
の
秦
公
墓
の
石
磬
に
見

え
る
こ
と
か
ら
、
秦
地
と
関
係
の
密
な
神
格
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
時
代
が
降
っ

て
も
、「
顓
頊
」
を
用
い
ず
「
高
陽
」
と
い
う
名
を
用
い
る
こ
と
は
、
秦
地
と
の
関
連

を
強
く
示
唆
す
る
。
攝
提
格
系
の
歳
名
の
使
用
と
合
わ
せ
て
、
離
騒
の
冒
頭
部
分
は

秦
地
と
の
関
連
が
窺
わ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
も
、
楚
辞
各
篇
と
楚
地
と
の
関
係
が
絶
対

的
な
も
の
で
な
い
事
が
判
明
す
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
李
零
氏
が
指
摘
す
る
事
実
、
す
な
わ
ち
、
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
簡
（
以

下
上
博
楚
簡
と
略
称
）
中
に
、
楚
辞
に
形
式
の
近
い
作
品
群
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う

事
実⑤
は
、
楚
辞
が
楚
地
で
著
さ
れ
た
事
の
有
力
な
証
拠
た
り
得
る
と
考
え
ら
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
筆
者
は
懐
疑
的
で
あ
る
。
同
じ
く
上
博
楚
簡
中
に
は
、
魯
地

を
舞
台
に
し
た
説
話
や
齊
地
を
舞
台
に
し
た
説
話
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の

事
実
で
あ
る⑥
。
こ
う
し
た
説
話
の
全
て
が
楚
地
で
産
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
主
張

す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
齊
地
や
魯
地
で
産
出
さ
れ
た
説
話
で
あ
る
可
能

性
は
排
除
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
上
博
楚
簡
中
に
含
ま
れ
る
楚
辞
的
作

品
は
、
楚
地
で
産
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
齊
地
や
魯

地
で
産
出
さ
れ
た
作
品
が
、
楚
地
へ
流
入
し
た
可
能
性
は
排
除
で
き
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
よ
う
な
疑
念
が
払
拭
で
き
な
い
が
た
め
に
、
筆
者
は
懐
疑
的
に
な
ら
ざ
る

を
得
な
い
。
ち
な
み
に
、
残
簡
で
あ
る
の
で
確
た
る
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
李
零
氏

の
記
述
に
よ
れ
ば
、
タ
イ
ト
ル
は
存
在
し
な
い
ら
し
い
。
蘭
を
詠
じ
た
作
品
と
、
鵬

を
詠
じ
た
作
品
が
あ
る
と
い
う
。
兮
字
は
皆
「
可
」
に
作
っ
て
い
る
と
い
う
。

ま
た
、「
卜
居
」「
漁
父
」
は
、
王
逸
・
朱
子
の
よ
う
に
屈
原
の
作
と
す
る
議
論
も

存
在
す
る
が
、「
屈
原
既
放
」
と
い
う
冒
頭
部
分
を
共
有
す
る
こ
と
か
ら
、
屈
原
の
自

作
で
は
な
く
、い
ず
れ
も
あ
る
時
期
の
屈
原
観
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。「
漁
父
」
は

『
史
記
』
屈
原
伝
に
引
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、『
史
記
』
屈
原
伝
以
前
の
屈
原
観
を
示

す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
離
騒
等
の
諸
作
品
に
対
す
る
言
及
が
無
い
こ
と

は
、
こ
れ
ら
の
作
品
が
「
漁
父
」
が
作
成
さ
れ
た
段
階
で
は
屈
原
の
作
品
と
し
て
認

識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

よ
っ
て
、
屈
原
の
事
跡
を
論
拠
と
し
て
楚
辞
各
篇
の
性
格
・
成
立
時
期
に
つ
い
て

議
論
す
る
こ
と
に
は
、重
大
な
問
題
が
存
在
す
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。し
た
が
っ

て
、屈
原
作
者
説
お
よ
び
『
史
記
』
屈
原
伝
の
記
述
の
史
実
性
は
当
面
保
留
に
付
し
、

楚
辞
の
各
篇
の
記
述
内
容
の
み
か
ら
果
た
し
て
何
が
主
張
で
き
る
の
か
、
他
の
先
秦

文
献
と
の
関
係
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

第
二
節　

恋
愛
詩
的
性
格
に
つ
い
て

九
歌
・
九
章
・
離
騒
各
篇
の
性
格
に
つ
い
て
ま
ず
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、

こ
れ
ら
の
詩
篇
の
内
に
、
強
弱
の
差
は
あ
れ
、
恋
愛
詩
の
要
素
を
持
つ
作
品
が
存
在

す
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
石
川
三
佐
男
氏
の
研
究⑦
を
批
判
す

る
こ
と
に
よ
り
提
示
し
て
い
く
こ
と
が
有
効
と
思
わ
れ
る
の
で
、
ま
ず
石
川
氏
の
研

究
を
批
判
的
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。
石
川
氏
は
、
馬
王
堆
漢
墓
出
土
「
昇
仙
図
」

（
Ｔ
型
帛
画
・
非
衣
と
も
呼
称
さ
れ
る
）
の
図
像⑧
と
、
九
歌
に
登
場
す
る
個
々
の
神
格
と

を
同
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
楚
辞
諸
篇
を
葬
送
習
俗
と
関
連
付
け
る
こ
と
に
重
点
を

置
く
。
そ
し
て
楚
辞
諸
篇
の
主
人
公
を
昇
天
す
る
魂
で
あ
る
と
し
、
こ
の
観
点
か
ら

楚
辞
諸
篇
を
一
元
的
か
つ
体
系
的
に
解
釈
し
て
い
く
。
石
川
氏
の
研
究
は
重
要
な
指

摘
を
多
く
含
む
が
、
敢
え
て
難
点
を
述
べ
れ
ば
、
考
古
資
料
の
図
像
と
文
献
史
料
の

記
述
と
を
同
定
し
て
い
く
こ
と
に
は
、
か
な
り
の
危
険
が
伴
う
。
加
え
て
、
葬
送
習

俗
・
葬
送
儀
礼
が
、
そ
れ
ほ
ど
統
一
さ
れ
た
論
理
で
行
わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ

い
て
は
、
な
お
検
討
を
要
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
成
立
時
期
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
。
石
川
氏
は
、「
東

皇
太
一
」
に
含
ま
れ
る
人
格
神
的
な
「
太
一
」
が
前
漢
武
帝
期
に
初
出
す
る
こ
と
を

主
た
る
根
拠
と
し
て
、
九
歌
の
成
立
を
前
漢
武
帝
期
と
す
る
。
石
川
氏
の
議
論
は
一

見
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、「
太
一
」
は
、「
東
皇
太
一
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル

の
み
に
見
え
、
本
文
中
に
は
見
え
な
い
。
タ
イ
ト
ル
と
本
文
の
間
に
断
層
が
見
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
石
川
氏
の
議
論
が
仮
に
妥
当
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
タ
イ
ト

ル
の
成
立
が
後
れ
る
こ
と
を
示
す
も
の
な
の
で
は
な
い
か
。
本
文
と
タ
イ
ト
ル
の
成

立
は
、時
期
を
異
に
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。
疑
い
の
目
を
敢
え
て
向
け
て
み
れ
ば
、

タ
イ
ト
ル
と
本
文
の
内
容
と
は
必
ず
し
も
結
び
つ
か
な
い
も
の
が
多
く
あ
る
。
従
来

の
楚
辞
解
釈
は
、
こ
の
点
に
は
疑
義
を
差
し
挟
ま
ず
、
タ
イ
ト
ル
と
本
文
と
を
切
っ

て
も
切
れ
な
い
関
係
と
し
て
捉
え
て
き
た
。
九
歌
十
一
篇
の
う
ち
九
篇
ま
で
も
が
、

そ
の
タ
イ
ト
ル
に
神
格
の
名
を
冠
し
て
い
る
。
従
来
の
研
究
は
、
王
逸
に
よ
る
九
歌

の
解
題
に
言
わ
れ
る
よ
う
に⑨
、
各
篇
の
タ
イ
ト
ル
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
神
々

を
祀
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
宗
教
的
な
作
品
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
基
盤
と
し
て
行

な
わ
れ
て
き
た
。
結
論
を
先
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
筆
者
は
、
こ
の
各
篇
の
タ
イ
ト

ル
こ
そ
が
、
九
歌
を
ま
ず
祭
祀
の
た
め
の
宗
教
詩
と
解
釈
す
る
方
向
を
導
い
て
き
た

と
考
え
て
い
る
。
こ
の
切
っ
て
も
切
れ
な
い
と
思
わ
れ
て
き
た
看
板
を
一
旦
取
り
外

し
、
改
め
て
作
品
本
文
に
目
を
向
け
れ
ば
、「
祭
祀
の
た
め
の
詩
」
と
い
う
解
釈
が
必

ず
し
も
必
然
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
「
祭
祀
の
た
め
の
詩
」
と
い
う
先
入
観
が
後
景
に
退
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
景
に

登
場
し
て
く
る
の
が
恋
愛
的
要
素
な
の
で
あ
る
。

い
く
つ
か
の
先
行
研
究
に
お
い
て
も
、「
湘
君
」
と
「
湘
夫
人
」、「
大
司
命
」
と

「
少
司
命
」、「
山
鬼
」
な
ど
に
、
恋
慕
の
情
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
い
た⑩
。

し
か
し
そ
の
恋
慕
は
、
や
は
り
宗
教
的
要
素
と
結
び
付
け
ら
れ
、
巫
か
ら
神
へ
の
恋

慕
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
そ
の
逆
で
あ
る
と
か
、
神
同
士
の
恋
慕
で
あ
る
と
か
解

釈
さ
れ
て
き
た
。
王
逸
は
さ
ら
に
、
屈
原
が
そ
う
し
た
宗
教
詩
に
王
へ
の
恋
慕
を
仮

託
し
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
宗
教
的
要
素
を
除
去
し
て

み
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
詩
は
恋
愛
を
テ
ー
マ
に
し
た
詩
で
あ
る
と
主
張
で
き
る
。
先
行

研
究
は
恋
愛
的
要
素
に
気
付
い
て
い
な
が
ら
、
さ
ら
に
そ
の
上
か
ら
宗
教
的
解
釈
を

施
し
て
い
る
。
解
釈
の
違
い
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
か
も
し
れ
な
い
が
、
先

行
研
究
が
恋
愛
的
要
素
の
存
在
を
多
く
指
摘
す
る
こ
と
は
、
恋
愛
的
な
解
釈
の
妥
当

性
を
強
く
支
持
す
る
。

具
体
例
と
し
て
、「
湘
君
」「
湘
夫
人
」
の
二
篇
に
つ
い
て
の
竹
治
貞
夫
氏
の
議
論⑪

を
概
略
的
に
追
っ
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
氏
は
両
篇
が
夫
婦
の
情
を
詠
じ
た
も
の
と

す
る
游
國
恩
氏
ら
の
見
解
を
批
判
し
、
二
篇
か
ら
数
句
を
引
用
し
て
提
示
し
、
二
篇

が
男
女
の
求
愛
を
叙
べ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
同

じ
「
北
渚
」
を
舞
台
に
し
な
が
ら
両
者
が
な
か
な
か
会
え
な
い
と
い
う
の
は
な
ん
と

も
不
可
解
な
こ
と
で
あ
る
と
し
て
、
や
は
り
こ
れ
は
求
め
て
得
が
た
い
恋
愛
に
託
し

て
、
祭
者
が
二
神
へ
の
思
慕
の
情
を
示
し
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

既
に
し
て
、
夫
婦
の
情
を
詠
じ
た
の
か
男
女
の
求
愛
を
叙
べ
た
の
か
が
議
論
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
、
二
篇
の
内
容
が
恋
愛
思
慕
の
要
素
を
多
分
に
含
ん
で
い

る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
竹
治
氏
は
、
祭
者
か
ら
神
へ
の
思
慕
と
し
て
こ

れ
を
理
解
す
る
。
も
し
仮
に
「
湘
君
」「
湘
夫
人
」
な
ど
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
付
い
て

い
な
け
れ
ば
、「
祭
者
」「
神
」
な
ど
と
い
う
理
解
は
持
ち
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

答
え
は
お
そ
ら
く
否
で
あ
ろ
う
。
本
文
の
み
か
ら
、
こ
れ
は
神
を
祀
る
詩
で
あ
る
な

ど
と
い
う
解
釈
は
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
答
え
は
お
そ
ら
く
否
で
あ
ろ
う
。「
湘

君
」「
湘
夫
人
」
は
、き
わ
め
て
素
朴
な
恋
愛
詩
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
妥
当
な
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
様
に
し
て
、「
大
司
命
」
と
「
少
司
命
」、「
山
鬼
」
も
恋
愛

詩
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。「
東
皇
太
一
」「
國
殤
」「
禮
魂
」「
東
君
」
は
恋
愛

詩
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。「
雲
中
君
」
は
境
界
事
例
だ
が
、こ
の
詩
も
恋
愛
的
性
格

の
強
い
詩
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
逐
語
訳
を
挙
げ
て
、
参
考
に
供
し

た
い
。
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浴
蘭
湯
兮
沐
芳
，
華
采
衣
兮
若
英
。

ハ
ー
ブ
バ
ス
浴
び
て
ハ
ー
ブ
で
髪
洗
う　

華
麗
な
服
着
て
花
の
よ
う

靈
連
蜷
兮
既
留
，
爛
昭
昭
兮
未
央
。

霊
が
ぐ
る
ぐ
る
と
留
ま
っ
て　

き
ら
き
ら
輝
きin

fin
ity

蹇
將
憺
兮
壽
宮
，
與
日
月
兮
齊
光
。

お
お
壽
宮
に
休
息
し
て　

輝
き
は
太
陽
や
月
と
同
じ

龍
駕
兮
帝
服
，
聊
翱
遊
兮
周
章
。

龍
の
駕
に
帝
の
服　

ち
ょ
っ
と
飛
翔
し
て
か
け
め
ぐ
る

靈
皇
皇
兮
既
降
，

遠
舉
兮
雲
中
。

霊
が
き
ら
き
ら
と
降
り　

ひ
ょ
う
と
雲
の
中

覽
冀
州
兮
有
餘
，
橫
四
海
兮
焉
窮
。

冀
州
を
眺
め
て
ま
だ
余
裕　

四
海
を
横
断
し
て
ど
こ
ま
で
行
く
の
？

思
夫
君
兮
太
息
，
極
勞
心
兮
忡
忡
。

あ
な
た
を
思
っ
て
た
め
い
き
つ
け
ば　

超
し
ん
ど
く
て
ド
キ
ド
キ
し
ち
ゃ
う

離
騒
に
は
、
様
々
な
神
獣
を
引
き
連
れ
て
、
天
空
を
駆
け
巡
り
、
時
空
を
超
越
し

て
伝
説
上
の
美
女
た
ち
に
求
婚
し
に
行
く
と
い
う
描
写
が
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
描

写
に
端
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
楚
辞
各
篇
の
中
に
は
、
現
実
か
ら
遊
離
し
た
、
大

げ
さ
な
誇
張
が
ま
ま
散
見
す
る
。「
雲
中
君
」
に
お
い
て
も
、「
龍
駕
兮
帝
服
」「
與
日

月
兮
齊
光
」
な
ど
と
い
う
描
写
や
、
天
空
を
際
限
な
く
駆
け
巡
る
様
を
描
く
な
ど
、

お
よ
そ
現
実
と
乖
離
し
た
誇
大
な
描
写
が
行
な
わ
れ
る
。九
歌
が
神
の
こ
と
を
歌
い
、

宗
教
的
性
格
を
持
つ
も
の
と
さ
れ
て
き
た
理
由
は
、
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
描
写
に
も

由
来
す
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
離
騒
が
神
の
描
写
と
し
て
解
釈
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
も
判
明
す

る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
誇
大
な
描
写
も
、
神
の
描
写
と
し
て
た
だ
一
義
的
に
解
釈
さ

れ
る
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
こ
う
し
た
誇
大
な
描
写
は
、
や
は
り
あ
り
得
な
い
ほ

ど
広
大
な
空
間
を
狩
猟
し
、
多
く
の
神
獣
を
獲
物
と
す
る
様
を
歌
っ
た
『
史
記
』
司

馬
相
如
伝
所
収
「
天
子
游
猟
賦
」
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
楚
辞
各
篇
の
誇

大
な
描
写
は
、
こ
う
し
た
漢
賦
の
誇
大
な
描
写
の
先
駆
け
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
離
騒
や
九
歌
の
描
写
も
、
単
な
る
誇
大
な
描
写
と
し
て
解
釈
さ
れ
る

も
の
で
あ
っ
て
、
特
に
そ
こ
に
神
の
描
写
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
読
み
込
む
必
要
性

は
無
い
と
考
え
ら
れ
る
。「
雲
中
君
」
の
場
合
も
、恋
慕
の
情
の
対
象
で
あ
る
人
物
の

魅
力
や
能
力
を
、
際
限
の
無
い
ほ
ど
誇
大
な
表
現
で
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

「
靈
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
も
、「
雲
中
君
」
に
お
い
て
、
王
逸
註
が
「
靈
，
巫

也
．
楚
人
名
巫
為
靈
子
．
連
蜷
，
巫
迎
神
導
引
貌
也
」
と
し
た
り
、「
靈
，
謂
雲
神

也
」
と
し
た
り
、
宗
教
的
解
釈
を
施
さ
れ
や
す
い
表
現
で
あ
る
。
確
か
に
、『
説
文
解

字
』
が
靈
の
異
体
字
〈
玉
に
從
う
〉
に
対
し
て
「
靈
巫
以
玉
事
神
」
と
し
、「
神
霊
」

「
降
霊
」
と
い
う
表
現
が
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、「
靈
」
と
い
う
表

現
は
宗
教
的
な
意
味
合
い
に
解
釈
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
が
、『
左
伝
』
に
お
い
て
は
、

そ
れ
と
は
意
味
合
い
の
異
な
っ
た
「
靈
」
の
用
例
も
見
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
死
者

の
霊
」
の
よ
う
な
用
例
も
『
左
伝
』
中
に
は
数
多
い
が
、
そ
れ
と
は
異
な
る
用
例
を

簡
単
に
一
覧
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

○
左
伝　

隠
公
三
年

若
以
大
夫
之
靈
、
得
保
首
領
以
沒
…

○
成
公
三
年

對
曰
。
以
君
之
靈
、
纍
臣
得
歸
骨
於
晉
、
寡
君
之
以
爲
戮
。
死
且
不
朽
。

○
襄
公
十
一
年

夫
和
戎
狄
、
國
之
福
也
。
八
年
之
中
、
九
合
諸
侯
、
諸
侯
無
慝
、
君
之
靈
也
。
二
三

子
之
勞
也
。
臣
何
力
之
有
焉
。

○
昭
公
二
十
五
年
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若
以
群
子
之
靈
、
獲
保
首
領
以
歿
…

こ
れ
ら
の
例
は
す
べ
て
、
死
者
の
霊
に
つ
い
て
の
記
述
な
ど
で
は
な
く
、
生
者
の

「
霊
」
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、現
代
で
言
う
所
の
「
生
霊
」
の
よ

う
な
雰
囲
気
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
「
靈
」
に
つ
い
て
、
王
引
之
は

『
経
義
述
聞
』「
寵
靈
」
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。「〈
昭
公
七
年
〉
今
君
若
歩
玉
趾
、

辱
見
寡
君
、
寵
靈
楚
國
。
引
之
謹
案
、
廣
雅
曰
、
靈
、
福
也
。
言
寵
楚
國
賜
之
以
福

也
。
凡
傳
〈
左
伝
〉
稱
以
君
之
靈
、以
大
夫
之
靈
者
、靈
皆
謂
福
也
。〈
昭
公
〉
三
十
二

年
傳
曰
、
今
我
欲
徼
福
假
靈
于
成
王
。
哀
二
十
四
年
傳
曰
、
寡
君
欲
徼
福
於
周
公
、

願
乞
靈
於
臧
氏
。
靈
、又
福
也
」。
王
引
之
が
以
上
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る

こ
と
か
ら
も
、
こ
う
し
た
「
靈
」
の
用
例
が
、
通
常
の
解
釈
と
は
異
な
っ
た
解
釈
を

必
要
と
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
王
引
之
の
解
も
一
案
と
し
て
説
得
力
を

持
つ
が
、
哀
公
二
十
四
年
の
例
で
言
え
ば
、
周
公
に
求
め
る
の
が
「
福
」
で
あ
り
、

臧
氏
に
乞
う
の
が
「
靈
」
で
あ
る
。
二
つ
の
概
念
の
間
に
は
な
お
差
異
が
存
在
す
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
荘
子
』
天
地
に
は
「
大
惑
者
、
終
身
不
解
。
大
愚
者
、
終
身
不
靈
」
と
い
う
文
が

あ
り
、『
経
典
釈
文
』
は
「
暁
也
」
と
す
る
が
、
朱
子
『
楚
辞
集
註
』
は
、
離
騒
「
夫

唯
靈
脩
之
故
也
」
の
靈
脩
を
解
し
て
「
靈
脩
、
言
其
有
明
智
、
而
善
脩
飾
。
盖
婦
悦

其
夫
之
稱
。
亦
託
詞
。
以
寓
意
於
君
也
」
と
す
る
が
、「
暁
」
と
「
有
明
智
」
は
意
味

が
近
接
し
て
い
る
と
見
て
大
過
無
い
で
あ
ろ
う
。「
婦
悦
其
夫
之
稱
」と
い
う
考
え
も

恋
愛
詩
と
の
関
連
を
想
起
さ
せ
興
味
深
い
が
、
脩
を
脩
飾
の
意
で
と
る
よ
り
も
、
長

の
意
で
と
る
の
が
よ
い
と
筆
者
は
考
え
る
。
そ
も
そ
も
「
脩
」
自
体
が
「
長
」
の
意

味
を
持
つ
楚
地
の
方
言
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
楊
雄
『
方
言
』
に
「
脩
、
駿
、

融
、
繹
、
尋
、
延
、
長
也
。
陳
楚
之
間
曰
脩
…
」
と
あ
る
。
靈
脩
と
は
、
知
力
に
長

じ
て
い
る
者
、
す
ぐ
れ
て
聡
明
な
者
の
意
味
な
の
で
あ
ろ
う
。
王
逸
註
の
「
楚
人
名

巫
為
靈
子
」
に
つ
い
て
、
朱
子
は
「
若
曰
神
之
子
」
と
す
る
が
、
子
は
「
子
供
」
の

意
味
で
は
な
く
、「
孔
子
」「
墨
子
」
と
同
様
、敬
称
で
あ
ろ
う
。
敢
え
て
訳
せ
ば
「
聡

明
な
方
」「
聡
明
な
先
生
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

『
左
伝
』
の
用
例
に
つ
い
て
も
、こ
の
「
明
智
」
或
い
は
「
暁
」
と
い
う
訓
釋
が
比

較
的
適
切
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
『
左
伝
』
の
用
例
に
関
し
て
は
、「
佑
」
と
い
う
訓
釋
も
考
慮
す
べ
き
な
の

で
は
な
い
か
と
思
う
。『
大
廣
益
會
玉
篇
』
が
、
説
文
と
同
様
、
靈
の
異
体
字
〈
玉
に

從
う
〉
に
対
し
て
、「
力
經
切
。
以
玉
事
神
。
與
靈
同
。
大
戴
禮
、

氣
爲
靈
。
靈
、

佑
也
」
と
す
る
。
参
考
ま
で
に
『
大
戴
禮
記
』
曾
子
天
圓
に
は
「
陽
之
精
氣
曰
神
、

之
精
氣
曰
靈
」
と
い
う
文
が
見
ら
れ
る
。『
篆
隷
萬
象
名
義
』〈
高
山
寺
蔵
写
本
〉

は
、
同
字
に
対
し
「
力
絓
反
。
祐
・
巫
・
神
・
福
・
善
」
と
す
る⑫
。「
佑
」
を
考
慮
す

べ
き
理
由
と
し
て
は
、
昭
公
三
十
二
年
お
よ
び
哀
公
二
十
四
年
の
用
例
を
参
看
す
れ

ば
、
純
粋
な
明
知
だ
け
で
な
く
、
何
ら
か
の
実
力
行
使
を
も
要
求
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、『
左
伝
』『
荘
子
』
と
楚
辞
各
篇
は
そ
れ
ぞ
れ
異
質
な
文
献
で
は
あ
る

が
、「
靈
」
と
い
う
表
現
が
宗
教
的
な
意
味
合
い
に
留
ま
ら
ず
多
様
な
意
味
を
表
現
し

う
る
こ
と
を
示
す
例
と
し
て
言
及
し
た
。
加
え
て
、
靈
脩
や
靈
子
な
ど
、
楚
辞
を
理

解
す
る
上
で
鍵
と
な
る
語
彙
の
解
明
に
も
資
す
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。

「
雲
中
君
」
中
の
二
つ
の
「
靈
」
に
つ
い
て
は
、や
は
り
我
々
が
死
霊
や
神
霊
な
ど

の
用
語
か
ら
想
像
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
恋
愛
の
対
象
と
な
る
相
手
の
魅
力

を
輝
き
と
し
て
誇
大
に
表
現
し
た
一
例
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
先
程
の

「
暁
」
と
い
う
訓
釋
も
参
考
に
は
な
る
だ
ろ
う
が
、
こ
の
場
合
、「
か
し
こ
さ
」
と
い

う
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
無
い
と
考
え
ら
れ
る
。「
輝
き
」の
意
味
に
ウ
エ
イ
ト
を
持
つ「
靈
」

表
現
と
し
て
は
、『
山
海
経
』
海
内
北
経
の
「
舜
妻
登
比
氏
生
宵
明
・
燭
光
、
處
河
大

澤
、
二
女
之
靈
能
照
此
所
方
百
里
」
と
い
う
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ま
た
、「
忡
忡
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
、
こ
の
表
現
は
、『
詩
』
召
南
「
草
蟲
」

お
よ
び
小
雅
「
出
車
」
に
見
ら
れ
る
が
、
両
者
に
お
い
て
は
、
忡
忡
の
前
後
の
部
分

も
非
常
に
似
通
っ
て
お
り
、
ま
と
ま
っ
た
互
見
の
貴
重
な
一
例
で
も
あ
る
。
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「
草
蟲
」
は

草
蟲
。

阜
螽
。
未
見
君
子
。
憂
心
忡
忡
。
亦
既
見
止
。
亦
既
覯
止
。
我
心

則
降
。

「
出
車
」
は

草
蟲
。

阜
螽
。
未
見
君
子
。
憂
心
忡
忡
。
既
見
君
子
、
我
心
則
降
。

に
作
る
。「
未
見
君
子
。
憂
心
忡
忡
。
既
見
君
子
、我
心
則
降
」
と
い
う
対
句
を
無
視

し
て
新
た
に
「
草
蟲
」
の
よ
う
な
句
を
作
る
こ
と
は
考
え
に
く
く
、「
草
蟲
」
の
先
行

が
推
定
さ
れ
る
。「
草
蟲
」
の
亦
既
覯
止
の
句
に
つ
い
て
、
鄭
箋
が
「
易
曰
、
男
女
覯

精
萬
物
化
生
」
と
易
を
引
用
し
て
示
す
よ
う
に
、
覯
は
男
女
の
交
合
を
表
す
と
考
え

ら
れ
る
。「
出
車
」
は
、
こ
う
し
た
生
々
し
い
表
現
を
避
け
、
出
征
か
ら
男
性
が
戻
っ

た
こ
と
を
喜
ぶ
と
い
う
文
脈
へ
と
詩
句
を
流
用
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
に

対
し
、「
草
蟲
」
は
終
始
恋
愛
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
、「
忡
忡
」
と
は
恋
人
に
会
う
こ
と
の
で
き
な
い
際
の
も
ど
か
し
さ
に
関
わ
る
表
現

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
朱
子
集
註
が
心
動
貌
と
す
る
こ
と
か
ら
、
心
臓
の
鼓
動
の

擬
音
語
で
あ
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ゆ
え
に
、
ド
キ
ド
キ
と
訳
す
の
が
適
当

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
九
歌
の
中
に
恋
愛
的
性
格
の
強
い
作
品
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
論

じ
た
。
続
い
て
、
九
章
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
引
き
続
き
考
察
を
行
な
っ
て
い
き
た
い
。

第
三
節　

三
要
素
の
並
存

九
章
は
、
惜
誦
・
渉
江
・
哀
郢
・
抽
思
・
懷
沙
・
思
美
人
・
惜
往
日
・
橘
頌
・
悲

回
風
の
九
篇
か
ら
成
る
一
群
で
あ
る
。

ま
ず
は
、
各
篇
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
に
つ
い
て
一
瞥
し
て
お
き
た
い
。

「
惜
誦
」
は
、
晋
の
申
生
や
鯀
が
登
場
し
、
忠
君
的
な
作
品
と
言
え
る
。
忠
君
的
と

解
釈
す
る
こ
と
の
根
拠
は
、
単
純
す
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
過
去
の
忠
義
・
高
潔

と
さ
れ
る
人
物
や
賢
君
へ
の
言
及
が
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
た
い
。
ま
た
、
内
容
に

お
い
て
も
「
專
惟
君
而
無
他
兮
」
な
ど
と
、
主
君
に
対
す
る
忠
誠
が
述
べ
ら
れ
る
。

「
渉
江
」
は
、「
世
溷
濁
而
莫
余
知
兮
，
吾
方
高
馳
而
不
顧
」
と
、
現
世
を
棄
て
て

天
空
を
駆
け
巡
る
様
が
描
か
れ
、「
接
輿
髡
首
兮
」「
忠
不
必
用
兮
、
賢
不
必
以
。
伍

子
逢
殃
兮
，
比
干

醢
。」
な
ど
、
忠
賢
な
者
が
用
い
ら
れ
ず
に
殺
さ
れ
た
り
世
を
棄

て
た
り
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
忠
君
的
な
作
品
と
言
え
よ
う
。
離
騒
に
は
末
尾

に
「
乱
」
が
付
い
て
い
る
が
、「
渉
江
」
に
も
「
乱
」
が
付
い
て
お
り
、
離
騒
に
極
め

て
類
似
し
た
作
品
で
あ
る
。

「
哀
郢
」
は
、「
郢
都
」「
洞
庭
」
と
、
楚
の
地
名
が
多
く
登
場
す
る
ほ
か
、「
堯
舜

之
抗
行
兮
，
瞭
杳
杳
而
薄
天
。
衆
讒
人
之
嫉

兮
，
被
以
不
慈
之
偽
名
」
と
あ
り
、

忠
君
詩
の
性
格
を
持
つ
。

「
抽
思
」
は
、
本
文
・
少
歌
・
唱
・
乱
と
い
う
四
つ
の
部
分
を
持
つ
特
異
な
作
品
で

あ
る
が
、
過
去
の
忠
義
の
人
物
に
言
及
す
る
こ
と
も
な
く
、「
蓀
」
や
「
美
人
」
へ
の

切
々
と
し
た
思
い
を
述
べ
て
い
く
、
恋
愛
詩
の
性
格
が
強
い
作
品
と
言
え
よ
う
。
岡

村
繁
氏
は
「
楚
辞
文
学
に
お
け
る
『
抽
思
』
の
位
置
」
に
お
い
て
、「
か
り
に
私
だ
け

の
読
後
感
を
い
え
ば
、
前
半
（
本
文
・
少
歌
）
は
、
逢
引
き
の
約
束
に
背
い
て
秋
風
を

ふ
か
せ
た
恋
人
を
執
拗
に
な
じ
り
口
説
く
歌
の
よ
う
で
あ
り
、
後
半
（
唱
・
乱
）
は
、

遠
く
漢
北
に
来
て
郢
都
の
愛
人
を
狂
わ
し
げ
に
ひ
た
恋
う
る
歌
の
よ
う
に
思
わ
れ

る
」
と
す
る
。
た
だ
し
氏
は
同
時
に
「
こ
の
作
品
が
、
果
た
し
て
か
よ
う
な
性
質
の

歌
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
保
証
の
か
ぎ
り
で
は
な
い
」
と
し
、

む
し
ろ
宗
教
的
に
解
釈
す
る
こ
と
の
妥
当
性
を
主
張
す
る
。
か
つ
氏
の
論
点
は
前
後

半
に
お
け
る
内
容
の
不
一
致
に
あ
る
が⑬
、
岡
村
氏
を
し
て
こ
う
し
た
読
後
感
を
抱
か

し
め
る
ほ
ど
に
、「
抽
思
」
は
恋
愛
詩
の
要
素
を
多
分
に
含
ん
で
い
る
。「
唱
」
に
は

「
又
無
良
媒
在
其
側
」「
理
弱
而
媒
不
通
兮
」、「
乱
」
に
は
「
又
無
行
媒
兮
」
と
い
う

記
述
が
あ
る
が
、「
理
弱
而
媒
不
通
兮
」
と
い
う
記
述
に
つ
い
て
、
離
騒
に
も
「
理
弱

而
媒
拙
兮
」
と
い
う
類
似
句
が
あ
る
。
離
騒
に
お
い
て
は
、
伝
説
上
の
美
女
た
ち
に



四
二

320

求
婚
し
に
行
く
場
面
で
登
場
す
る
た
め
、
こ
の
媒
は
結
婚
の
た
め
の
媒
、
す
な
わ
ち

恋
愛
的
性
格
の
強
い
語
彙
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、「
抽
思
」
は
ひ
と
ま
ず
恋

愛
詩
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。「
唱
」
に
は
、
岡
村
氏
の
言
う
よ
う
に
「
郢
都
」

の
地
名
が
登
場
す
る
。
ま
た
、
同
じ
く
「
唱
」
で
あ
る
が
、
離
騒
に
お
い
て
も
強
い

憧
憬
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
彭
咸
へ
の
言
及
が
あ
る
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
。

「
懷
沙
」
に
は
忠
義
の
臣
に
対
す
る
言
及
は
な
い
も
の
の
、「
重
華
不
可

兮
」「
湯

禹
久
遠
兮
、
邈
而
不
可
慕
」
な
ど
賢
君
に
関
す
る
記
述
が
あ
り
、
古
の
賢
君
に
自
分

が
会
え
な
い
こ
と
に
対
す
る
悲
嘆
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
忠
君
の
要
素
が
強
い

と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
作
品
に
も
乱
が
付
い
て
い
る
。

「
思
美
人
」
で
あ
る
が
、
過
去
の
忠
義
の
臣
に
対
す
る
言
及
は
無
く
、
恋
愛
詩
の
要

素
が
強
い
。「
媒
絶
路
阻
兮
」「
因
芙
蓉
而
為
媒
兮
」
と
、
同
じ
く
恋
愛
詩
と
し
て
解

釈
さ
れ
た
「
抽
思
」
と
同
様
、「
媒
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
ま
ず
理
由
と

し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
九
章
の
九
作
品
中
、
媒
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
の

は
「
抽
思
」
と
「
思
美
人
」
の
み
で
あ
り
、
恋
愛
詩
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
も

こ
の
二
作
品
の
み
で
あ
る
。
な
ら
ば
過
去
の
忠
義
の
臣
に
対
す
る
言
及
を
忠
君
詩
と

し
て
位
置
づ
け
る
基
準
に
し
た
よ
う
に
、「
媒
」
と
い
う
表
現
を
恋
愛
詩
の
基
準
に
し

た
ら
ど
う
か
と
い
う
意
見
も
あ
ろ
う
が
、「
媒
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
な
い
作
品
で

も
、
恋
愛
詩
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
得
る
の
で
、
そ
れ
は
で
き
な
い
。

具
体
的
に
言
え
ば
、
九
歌
中
で
媒
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
の
は
「
湘
君
」
の
み
だ

が
、
他
に
も
恋
愛
詩
と
み
な
さ
れ
る
作
品
は
九
歌
中
に
存
在
す
る
。
ゆ
え
に
、
媒
を

そ
の
よ
う
な
基
準
に
は
で
き
な
い
。
飽
く
ま
で
あ
る
程
度
の
目
安
で
あ
ろ
う
。
も
っ

と
も
、
過
去
の
忠
義
の
臣
に
対
す
る
言
及
を
忠
君
詩
の
基
準
に
す
る
と
言
っ
て
も
、

同
様
に
そ
れ
ほ
ど
強
い
も
の
で
は
な
く
、
忠
君
詩
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
程

度
に
留
ま
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
思
美
人
」
に
も
彭
咸
へ
の
言
及
が
あ
る
。

「
惜
往
日
」
は
、
百
里
奚
・
介
子
推
な
ど
の
過
去
の
忠
義
の
臣
が
登
場
す
る
の
に
加

え
て
、
内
容
の
上
で
も
、「
惜
壅
君
之
不
昭
」「
君
無
度
而
弗
察
兮
」
な
ど
の
表
現
が

見
ら
れ
、
忠
君
詩
に
分
類
さ
れ
る
。
乱
が
末
尾
に
付
い
て
い
る
。
冒
頭
「
惜
往
日
之

曾
信
兮
」
以
下
、
君
主
に
重
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、「
遭
讒
人
而
嫉
之
」

と
讒
言
に
よ
っ
て
君
主
に
疎
ま
れ
、「
臨
沅
湘
之
玄
淵
兮
、
遂
自
忍
而
沈
流
」
と
、
淵

へ
の
投
身
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、『
史
記
』
屈
原
伝
を
髣
髴
と
さ
せ
る
内
容

を
持
つ
。

「
橘
頌
」
は
、
九
章
の
作
品
中
で
も
特
異
な
作
品
で
あ
る
。
楚
辞
諸
篇
は
、
兮
字
の

位
置
に
よ
っ
て
形
式
的
に
区
分
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、「
橘
頌
」
は
そ
の
形
式

の
面
か
ら
見
て
も
特
異
で
あ
る
。
い
ま
形
式
に
よ
る
区
分
を
簡
単
に
示
せ
ば
、

①
離
騒
の
よ
う
に
、
奇
数
句
の
末
尾
に
兮
を
つ
け
る

「
離
騒
型
」

不
撫
壯
而
棄
穢
兮
、
何
不
改
此
度
。

乘
騏
驥
以
馳
騁
兮
、
來
吾
道
夫
先
路
。

②
橘
頌
の
よ
う
に
、
偶
数
句
の
末
尾
に
兮
を
つ
け
る

「
橘
頌
型
」

曾
枝
剡
棘
、
圓
果
摶
兮
。

青
黄
雜
糅
、
文
章
爛
兮
。

③
九
歌
の
よ
う
に
、
句
の
中
間
に
兮
を
つ
け
る

「
九
歌
型
」

靈
皇
皇
兮
既
降
、

遠
舉
兮
雲
中
。

覽
冀
州
兮
有
餘
、
橫
四
海
兮
焉
窮
。

の
三
タ
イ
プ
に
区
分
さ
れ
る
。

九
歌
の
全
作
品
が
③
九
歌
型
に
分
類
さ
れ
、
九
章
の
ほ
と
ん
ど
の
作
品
が
①
離
騒

型
に
分
類
さ
れ
る
が
、「
橘
頌
」
の
本
文
、「
懷
沙
」
の
乱
、「
抽
思
」
の
乱
の
み
が
②
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橘
頌
型
に
分
類
さ
れ
る
。
こ
の
作
品
が
形
式
的
に
特
異
な
こ
と
が
判
明
す
る
で
あ
ろ

う
。形

式
だ
け
で
な
く
、
内
容
の
点
か
ら
見
て
も
特
異
な
作
品
で
あ
る
。
九
章
中
の
他

の
作
品
は
、
君
主
や
恋
人
に
対
し
て
真
情
が
伝
わ
ら
な
い
鬱
屈
し
た
思
い
が
述
べ
ら

れ
、
陰
鬱
な
暗
い
内
容
で
あ
る
が
、「
橘
頌
」
は
橘
の
樹
の
様
子
を
立
派
で
高
潔
な
人

格
に
た
と
え
、
こ
れ
を
終
始
褒
め
称
え
、
陰
鬱
な
様
子
は
少
し
も
無
い
。
古
の
忠
義

の
人
物
で
あ
る
伯
夷
へ
の
言
及
が
あ
り
、
高
潔
な
人
格
を
褒
め
称
え
る
そ
の
内
容
か

ら
、特
異
で
は
あ
る
が
一
先
ず
忠
君
詩
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

「
悲
回
風
」
は
、
介
子
推
や
伯
夷
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
、
忠
君
詩
に
分
類
さ
れ
る
。

彭
咸
へ
の
言
及
が
あ
り
、「
乱
」
と
同
類
の
「
曰
」
で
始
ま
る
小
詩
句
が
付
い
て
い

る
。最

後
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
、
惜
誦
・
思
美
人
・
惜
往
日
・

悲
回
風
の
四
作
品
は
、
作
品
の
冒
頭
部
分
の
数
文
字
を
そ
の
ま
ま
タ
イ
ト
ル
と
し
た

も
の
、
渉
江
・
哀
郢
・
抽
思
・
懷
沙
・
橘
頌
の
五
作
品
は
、
九
歌
諸
篇
や
離
騒
や
天

問
と
同
様
、
作
品
の
内
容
を
案
じ
て
、
あ
る
い
は
意
図
的
に
付
け
ら
れ
た
も
の
の
よ

う
で
あ
る
。

九
歌
・
九
章
・
離
騒
を
通
覧
す
れ
ば
、
よ
り
忠
君
詩
の
性
格
が
強
い
作
品
、
よ
り

恋
愛
詩
の
性
格
が
強
い
作
品
が
混
在
す
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
作
品
全
体
か
ら
切
り

離
し
て
、
個
々
の
詩
句
を
見
て
い
く
な
ら
ば
、
忠
君
恋
愛
い
ず
れ
と
も
つ
き
が
た
い

も
の
や
、
い
ず
れ
か
の
性
格
を
色
濃
く
有
す
る
詩
句
が
混
在
す
る
。
君
主
に
対
す
る

忠
誠
と
恋
人
に
対
す
る
忠
誠
が
隠
喩
的
に
表
現
さ
れ
た
り
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
が
未
分

化
で
あ
っ
た
り
す
る
。
こ
う
し
た
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
が
媒
介
と
な
っ
て
、
表
現
の

互
換
や
テ
ー
マ
の
流
用
が
行
な
わ
れ
る
。
忠
君
詩
の
性
格
の
強
い
作
品
に
も
、
芳
草

が
出
て
き
た
り
す
る
。
王
逸
註
が
賢
人
の
比
喩
だ
と
す
る
の
も
、
決
し
て
全
く
無
意

味
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
「
読
み
替
え
」
が
、
テ
ー
マ
を
飛
び
越
え

た
表
現
の
互
換
を
可
能
に
す
る
媒
介
項
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
テ
ー
マ
を
飛
び
越
え
た
表
現
の
互
換
の
延
長
と
し
て
、
性
格
の
異
な
る
複
数
の

詩
を
ミ
ッ
ク
ス
し
、
ま
た
別
の
詩
を
作
成
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。
ま
た
、
短
編

の
詩
を
組
み
合
わ
せ
て
、
よ
り
長
編
の
詩
を
構
成
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
こ
う

し
て
構
成
さ
れ
た
の
が
離
騒
な
の
で
は
な
い
か
。
離
騒
の
中
に
、
忠
君
の
性
格
の
強

い
詩
句
や
、
恋
愛
の
性
格
の
強
い
詩
句
が
見
ら
れ
た
り
、
そ
の
い
ず
れ
と
も
と
れ
る

詩
句
が
見
ら
れ
る
こ
と
の
背
景
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
形
成
過
程
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
筆
者
は
推
測
す
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
楚
辞
学
と
並
称
さ
れ
る
詩
経
学
に
お
い
て
や
は
り
、
鄭
箋
に

代
表
さ
れ
る
忠
君
愛
国
型
、
白
川
静
や
赤
塚
忠
に
代
表
さ
れ
る
宗
教
祭
祀
型⑭
、
マ
ル

セ
ル
・
グ
ラ
ネ
に
代
表
さ
れ
る
恋
愛
歌
型
の
三
説
が
鼎
立
し
て
い
る
の
が
示
唆
的
で

あ
る
と
思
わ
れ
る⑮
。
楚
辞
各
篇
の
宗
教
的
解
釈
に
再
検
討
の
余
地
が
あ
る
こ
と
は
上

述
し
た
が
、
宗
教
的
解
釈
は
王
逸
註
を
は
じ
め
と
し
て
楚
辞
解
釈
の
基
本
と
し
て
厳

と
し
て
存
在
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
九
章
・
離
騒
に
お
い
て
頻
繁
に
言
及
さ

れ
る
彭
咸
が
巫
咸
と
同
一
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
後
に
詳
論
す
る
が
、
楚
辞

各
篇
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
芳
草
に
は
宗
教
的
用
途
が
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
点
か

ら
、
宗
教
的
解
釈
は
完
全
な
誤
解
で
は
あ
り
得
な
い
事
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
九
章
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
忠
君
詩
の
ス
タ
イ
ル
、
兮
字
の
位
置
か
ら
見

た
形
式
上
の
同
一
性
、「
渉
江
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
天
空
へ
の
飛
翔
、「
乱
」
の
存

在
、
彭
咸
へ
の
言
及
な
ど
か
ら
見
て
、
九
章
に
含
ま
れ
る
作
品
群
の
方
が
、
九
歌
に

比
し
て
明
ら
か
に
離
騒
に
酷
似
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
詩
句
の
互
見
も
、
九
歌
に

比
し
て
よ
り
離
騒
と
の
関
係
が
密
で
あ
る
（
付
表
1
参
照
）。
と
な
れ
ば
、
結
果
的
に
、

九
歌
↓
九
章
↓
離
騒
の
大
ま
か
な
形
成
プ
ロ
セ
ス
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

九
歌
・
九
章
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
程
度
の
ま
と
ま
り
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
以
上
の

議
論
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
考
え
る
が
、
し
か
し
九
歌
・
九
章
と

い
う
名
称
は
、
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
作
品
群
が
作
成
さ
れ
た
当
時
か
ら
存
在

し
た
も
の
で
は
な
い
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。「
九
章
」
に
つ
い
て
は
『
漢
書
』
楊
雄
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伝
に
「
又
旁
惜
誦
以
下
至
懷
沙
一
卷
、
名
曰
畔
牢
愁
」
と
あ
り
、「
九
章
」
と
い
う
表

現
が
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
劉
向
の
作
で
あ
る
と
さ
れ
る
「
憂
苦
」
に
「
歎
離
騷
以

揚
意
兮
、
猶
未
殫
於
九
章
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、「
又
作
九
章
賦
」
と
い
う
記
述
が

班
固
『
離
騒
賛
序
』
に
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
劉
向
以
降
に
「
九
章
」
と
い
う
篇
群

名
が
定
着
し
始
め
た
こ
と
が
一
先
ず
推
測
さ
れ
る
。
九
歌
に
つ
い
て
も
同
様
に
、『
山

海
経
』
大
荒
西
経
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
夏
后
啓
が
九
辯
と
九
歌
を
得
た
と
い
う
伝
承

を
利
用
し
て
、
後
か
ら
付
与
さ
れ
た
名
称
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
楚
辞
各
篇
に
は
忠
君
的
・
宗
教
的
・
恋
愛
的
な
要
素
が
存
在
し
、
そ
う
し

た
テ
ー
マ
の
違
い
を
飛
び
越
え
て
詩
句
が
丸
ご
と
転
用
さ
れ
る
こ
と
、
そ
の
延
長
上

に
短
編
か
ら
長
編
へ
の
発
展
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
し
て
九
歌
か
ら
九
章

を
経
て
離
騒
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
次
に
、
こ
れ
ら
の
作
品
中
に
見

ら
れ
る
芳
草
の
意
義
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
き
た
い
。

第
四
節　

芳
草
に
つ
い
て

九
歌
・
九
章
・
離
騒
に
は
芳
草
、
す
な
わ
ち
ハ
ー
ブ
の
類
へ
の
言
及
が
散
見
す
る
。

こ
う
し
た
芳
草
は
王
逸
註
を
は
じ
め
と
し
て
、
賢
人
の
比
喩
、
す
な
わ
ち
賢
人
を
芳

草
に
例
え
て
い
る
の
だ
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
常
態
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
解
釈
に

疑
問
を
提
示
し
た
の
が
澁
澤
尚
氏
の
研
究
で
あ
る⑯
。
澁
澤
氏
は
、
こ
う
し
た
芳
草
に

対
し
て
、
馬
王
堆
漢
墓
か
ら
出
土
し
た
植
物
な
ど
を
材
料
と
し
、
本
草
学
に
よ
る
比

定
を
一
つ
一
つ
行
い
、
比
定
さ
れ
た
植
物
が
巫
者
に
よ
る
宗
教
的
利
用
に
供
せ
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
澁
澤
氏
は
行
論
の
目
的
か
ら
し
て
、
芳
草

の
宗
教
的
性
格
を
強
調
す
る
。
も
ち
ろ
ん
宗
教
的
性
格
も
重
要
な
の
だ
が
、
こ
こ
で

は
あ
え
て
そ
れ
を
敬
し
て
遠
ざ
け
、
そ
れ
以
外
の
見
逃
せ
な
い
側
面
を
強
調
し
て
お

き
た
い
。
澁
澤
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
離
騒
に
見
ら
れ
る
芳
草
の
う
ち
い
く
つ
か

は
、
馬
王
堆
一
号
墓
の
遣
策
、
す
な
わ
ち
副
葬
品
リ
ス
ト
や
、
副
葬
品
そ
の
も
の
と

付
表
１
：
離
騒
九
章
類
似
句
対
照
表
（
岡
村1966

を
基
に
作
成
）

※
数
字
は
筆
者
に
よ
る
句
番
号

離
騒

九
章

22
…
指
九
天
以
為
正
兮

指
蒼
天
以
為
正
：
惜
誦

32
…
非
余
心
之
所
急

亦
非
余
心
之
所
志
：
惜
誦

48
…

鬱
邑
余
侘

兮

心
鬱
邑
余
侘

兮
：
惜
誦

20
…
荃
不
察
余
之
中
情
兮

又
莫
察
余
之
中
情
：
惜
誦

11
…
何
不
改
此
度

何
不
變
此
志
也
：
惜
誦

56
…
歩
余
馬
於
蘭
皋
兮

歩
余
馬
兮
山
皋
：
渉
江

50
…
自
前
世
而
固
然

與
前
世
而
皆
然
兮
：
渉
江

23
…
曰
黄
昏
以
為
期
兮

曰
黄
昏
以
為
期
：
抽
思

23
…
羌
中
道
而
改
路

羌
中
道
而
回
畔
兮
：
抽
思

126
…
理
弱
而
媒
拙
兮

理
弱
而
媒
不
通
兮
：
抽
思
（
倡
）

95
…
日
忽
忽
其
將
暮

日
昧
昧
其
將
暮
：
懷
沙

11
…
何
不
改
此
度　

未
改
此
度
：
思
美
人

11
…
何
不
改
此
度　

未
改
此
度
也
：
思
美
人

183
…
聊
假
日
以
婾
樂

聊
假
日
以
須
時
：
思
美
人

8
…
夕
攬
洲
之
宿
莽　

搴
長
洲
之
宿
莽
：
思
美
人

63
…
佩
繽
紛
其
繁
飾
兮

佩
繽
紛
以
繚
轉
兮
：
思
美
人

113
…
吾
令
蹇
脩
以
為
理

令
薜

以
為
理
兮
：
思
美
人

122
…
心
猶
豫
而
狐
疑
兮

然
容
與
而
狐
疑
：
思
美
人

140
…
心
猶
豫
而
狐
疑

同
右

61
…
芳
與
澤
其
雜
糅
兮

芳
與
澤
其
雜
糅
兮
：
思
美
人

61
…
芳
與
澤
其
雜
糅
兮

芳
與
澤
其
雜
糅
兮
：
惜
往
日

137
…
謂
幽
蘭
其
不
可
佩

謂
蕙
若
其
不
可
佩
：
惜
往
日

12
…
乘
騏
驥
以
馳
騁
兮

乘
騏
驥
而
馳
騁
兮
：
惜
往
日

49
…
寧
溘
死
以
流
亡
兮

寧
溘
死
而
流
亡
兮
：
惜
往
日

49
…
寧
溘
死
以
流
亡
兮

寧
逝
死
而
流
亡
兮
：
悲
回
風

90
…
曾
歔
欷
余
鬱
邑
兮

曾
歔
欷
之
嗟
嗟
兮
：
悲
回
風

99
…
折
若
木
以
拂
日
兮

折
若
木
以
蔽
光
兮
：
悲
回
風

33
…
老
冉
冉
其
將
至
兮

時
亦
冉
冉
而
將
至
：
悲
回
風

189
…
吾
將
從
彭
咸
之
所
居

託
彭
咸
之
所
居
：
悲
回
風
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し
て
、
ま
た
、
三
号
墓
出
土
の
『
五
十
二
病
方
』
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る⑰
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
諸
侯
王
周
辺
の
人
々
、
お
よ
び
彼
ら
の
家
族
に
、
芳
草
を
利
用
す
る
習

俗
が
浸
透
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
加
え
て
、
芳
草
に
薬
品
と
し
て
の
需
要
が
存

在
し
て
い
た
こ
と
も
分
か
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
諸
侯
王
に
お
い
て
も
、
ま
た
、

漢
代
以
前
の
各
国
の
王
に
お
い
て
も
、
同
様
の
事
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
容
易
に
推
測

さ
れ
う
る
。
お
そ
ら
く
は
、
戦
国
期
に
お
い
て
も
、
王
や
王
周
辺
の
人
々
は
、
芳
草

を
利
用
す
る
こ
と
を
欲
し
、
薬
品
と
し
て
の
芳
草
に
関
す
る
知
識
を
珍
重
し
、
そ
う

し
た
知
識
を
持
つ
人
々
や
、
そ
う
し
た
知
識
を
記
し
た
書
物
を
珍
重
し
て
い
た
こ
と

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
そ
う
し
た
薬
品
が
商
業
的
価
値
を
持
つ
の
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
薬
品
の
入
手
方
法
や
処
方
・
薬
効
な
ど
を
記
述
し
た
書
物
も
ま
た
、

商
業
的
価
値
を
有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
芳
草
に
関
す
る
知
識
を
持
っ
た

人
々
の
収
入
源
た
り
得
た
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。も
ち
ろ
ん
、そ
う
し
た
知
識
を
持
っ

た
人
々
が
実
際
に
治
療
に
携
わ
り
、
王
侯
の
信
頼
を
得
て
い
っ
た
こ
と
も
想
像
さ
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
の
下
、
芳
草
に
関
す
る
記
述
へ
の
社
会
的
需
要
は
高
ま
り
、

記
述
の
産
出
や
流
通
に
拍
車
を
か
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
薬
と
し
て
の
効
用

を
別
と
し
て
、
澁
澤
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
身
に
佩
び
た
り
、
匂
い
酒
の
原
料
と

し
た
り
す
る
な
ど
、
芳
草
が
持
つ
「
香
り
」
を
た
だ
単
純
に
楽
し
む
こ
と
も
可
能
で

あ
る
。
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
香
り
を
放
つ
芳
草
は
、
恋
愛
詩
の
題
材
と
し
て
も
適
格

な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
離
騒
が
要
求
さ
れ
、
読
ま
れ
、
流
通
し
、
形
成
さ
れ
た

背
景
と
し
て
、
上
述
の
よ
う
な
状
況
も
ま
た
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
澁
澤
氏
は
、『
山
海
経
』
に
互
見
す
る
離
騒
の
芳
草
に
つ
い
て
も
調
査
し
て
い

る
が⑱
、
筆
者
は
前
稿
に
お
い
て
『
山
海
経
』
五
蔵
山
経
が
、
芳
草
や
鉱
物
資
源
な
ど

の
山
岳
が
産
す
る
資
源
に
高
い
関
心
を
示
す
こ
と
を
と
り
あ
げ
て
議
論
を
行
な
っ
た⑲
。

上
述
し
た
文
献
流
通
の
背
景
と
な
る
状
況
は
、
そ
の
ま
ま
五
蔵
山
経
に
も
適
用
で
き

る
も
の
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

楚
辞
各
篇
と
芳
草
の
間
の
密
接
な
関
係
を
示
す
証
拠
が
さ
ら
に
あ
る
。
澁
澤
氏
は

馬
王
堆
漢
墓
の
『
五
十
二
病
方
』『
養
生
方
』
な
ど
の
諸
文
献
を
利
用
す
る
傍
ら⑳
、双

古
堆
漢
墓
出
土
文
献
『
萬
物
』
も
利
用
し
て
い
る㉑
。
こ
の
『
萬
物
』
と
い
う
題
目
は

発
掘
後
に
付
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
は
医
療
目
的
に
用
い
ら
れ
る
芳

草
の
名
が
出
現
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
双
古
堆
漢
墓
か
ら
は
、
五
文
字
前
後
の

甚
だ
小
さ
な
断
片
な
が
ら
「
離
騒
」「
渉
江
」
の
二
篇
と
互
見
す
る
簡
が
出
土
し
て
い

る㉒
の
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
芳
草
へ
の
言
及
が
あ
る
部
分
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も

楚
辞
各
篇
に
対
す
る
関
心
と
芳
草
を
有
効
な
手
段
と
し
て
利
用
す
る
医
書
に
対
す
る

関
心
が
同
時
に
存
在
し
た
こ
と
の
確
固
た
る
証
拠
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
双
古
堆
漢
墓

か
ら
は
、『
詩
』
や
『
周
易
』
な
ど
の
文
献
も
出
土
し
て
お
り
、
墓
主
は
汝
陰
侯
夏
侯

竈
に
比
定
さ
れ
て
い
る㉓
。

加
え
て
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
上
博
楚
簡
中
に
、
楚
辞
に
形
式
の
近
い
作
品
、
特

に
、
蘭
に
つ
い
て
述
べ
た
作
品
が
存
在
す
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
上
博
楚
簡
が

出
土
し
た
墓
の
形
態
や
規
模
に
つ
い
て
は
、
収
蔵
に
至
る
事
情
な
ど
か
ら
し
て
詳
細

は
不
明
だ
が
、
お
そ
ら
く
上
博
楚
簡
と
強
い
類
似
を
示
す
郭
店
楚
簡
の
出
土
し
た
郭

店
一
号
墓
と
類
似
し
た
規
模
・
形
態
で
あ
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。「
荊
門
郭
店
一
号

楚
墓
」㉔
に
よ
れ
ば
、
郭
店
一
号
墓
は
棺
郭
も
一
重
で
馬
王
堆
の
よ
う
に
大
規
模
な
墓

葬
で
は
な
い
。
馬
王
堆
の
よ
う
な
高
階
層
の
者
だ
け
で
な
く
、
上
博
楚
簡
に
葬
ら
れ

た
よ
う
な
人
々
の
間
に
も
、
蘭
を
テ
ー
マ
に
し
た
楚
辞
的
な
作
品
が
流
通
し
て
い
た

こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
芳
草
に
対
す
る
関
心
は
、
王
侯
に
限
ら
ず
、
さ
ら
に
広

範
囲
の
人
々
に
も
存
し
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、『
韓
非
子
』
内
儲
説
下
に
「
齊
使
老

儒
掘
藥
馬
梨
之
山
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、「
儒
」
と
呼
ば
れ
た
人
々
が
薬
物
の
採
取

に
従
事
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
離
騒
に
は
「
余
既
滋
蘭
之
九
畹
兮
、
又
樹
蕙

之
百
畝
。
畦
留
夷
與
掲
車
兮
、
雜
杜
衡
與
芳
芷
」
と
、
芳
草
が
人
工
的
に
栽
培
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
述
べ
る
記
述
が
あ
る
。
こ
う
し
た
栽
培
に
関
す
る
知
識
や
技
術
は
、

王
侯
周
辺
に
元
来
存
し
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
農
耕
従
事
者
の
間
に
存
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
芳
草
の
採
取
に
し
て
も
、
農
村
や
山
岳
に
居
住
す
る
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人
々
の
知
識
が
優
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
収
集
さ
れ

た
芳
草
は
、薬
物
と
し
て
使
用
す
る
際
に
の
み
採
取
さ
れ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

生
活
が
困
窮
し
た
際
、
も
し
く
は
余
剰
分
が
発
生
し
た
際
に
は
、
市
場
で
の
交
換
に

供
す
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
生
活
環
境
や
居
住
す
る
地
域
な
ど
に

よ
っ
て
、
有
す
る
知
識
の
種
類
や
濃
淡
に
か
な
り
の
個
人
差
が
存
在
し
た
こ
と
は
否

め
な
い
が
、
社
会
的
身
分
の
高
低
を
問
わ
ず
、
芳
草
に
対
す
る
関
心
や
知
識
は
、
そ

こ
か
し
こ
に
散
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

先
に
九
歌
各
篇
、
特
に
「
雲
中
君
」
に
つ
い
て
検
討
し
た
際
に
、
筆
者
は
宗
教
的

解
釈
を
批
判
し
た
が
、「
雲
中
君
」
冒
頭
、「
浴
蘭
湯
」
に
つ
い
て
、
そ
の
行
為
が
宗

教
的
な
行
為
で
あ
る
と
の
批
判
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
特
に
、『
韓
非
子
』
内
儲
説

下
に
見
ら
れ
る
以
下
の
説
話
は
注
意
さ
れ
る
。

李
季
の
妻
が
浮
気
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
李
季
が
来
て
し
ま
う
。
部
屋
仕
え
の
女
性

は
浮
気
相
手
の
男
を
ざ
ん
ば
ら
髪
の
裸
に
し
逃
げ
出
さ
せ
た
。
李
季
は
逃
げ
る
男
を

目
撃
し
た
が
、
妻
は
家
人
た
ち
に
は
浮
気
相
手
を
見
て
い
な
い
と
言
わ
せ
た
。
李
季

は
自
分
だ
け
が
異
様
な
姿
の
幽
霊
を
見
た
と
思
い
、
妻
に
ど
う
し
よ
う
か
と
問
う
。

妻
は
糞
尿
で
入
浴
し
な
さ
い
と
言
う
。
李
季
は
「
あ
あ
」
と
言
っ
て
糞
尿
で
入
浴
す

る
。
説
話
の
内
容
は
以
上
だ
が
、
こ
こ
で
は
本
文
に
続
き
「
一
曰
浴
以
蘭
」
と
い
う

記
述
が
あ
り
、
あ
る
テ
キ
ス
ト
で
は
蘭
に
よ
っ
て
入
浴
し
た
と
い
う
内
容
に
な
っ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
幽
霊
を
目
撃
し
た
こ
と
に
対
す
る
対
処
法
と
し
て
蘭
に
よ
る

入
浴
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、「
浴
蘭
湯
」
と
い
う
蘭
湯
で
入
浴
す
る
と

い
う
行
為
も
ま
た
、
宗
教
的
行
為
で
あ
る
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。

こ
う
し
た
批
判
に
対
し
て
筆
者
は
、
蘭
湯
は
宗
教
的
な
時
の
み
に
用
い
ら
れ
た
と

は
限
ら
ず
、
日
常
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
た
と
考
え
る
。

澁
澤
氏
に
よ
れ
ば
、
馬
王
堆
一
号
墓
か
ら
は
蘭
で
満
た
し
た
枕
が
出
土
し
て
い
る

と
い
う㉕
。
こ
う
し
た
品
物
の
用
途
は
宗
教
的
な
用
途
の
み
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。

加
え
て
、『
五
十
二
病
方
』
中
に
は
、
一
種
の
「
ま
じ
な
い
」
に
近
い
療
法
も
紹
介

さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
意
味
で
確
か
に
宗
教
的
な
性
格
を
持
つ
と
言
え
る㉖
。
し
か

し
な
が
ら
、『
五
十
二
病
方
』
中
の
療
法
全
て
が
宗
教
的
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
上

に
、
療
法
を
実
施
す
る
際
に
も
常
に
宗
教
的
な
儀
礼
や
宗
教
的
な
職
能
者
が
関
与
し

て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。

し
か
し
ま
た
筆
者
は
『
山
海
経
』
に
つ
い
て
議
論
し
た
際
、
五
蔵
山
経
に
登
場
す

る
動
植
物
と
、
宗
教
的
な
要
素
を
多
分
に
持
つ
儀
式
で
あ
る
封
禅
と
の
間
の
関
係
を

強
く
主
張
し
て
お
り㉗
、
そ
の
こ
と
と
、
楚
辞
に
登
場
す
る
薬
用
植
物
の
宗
教
性
を
否

定
す
る
こ
と
は
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

筆
者
は
、
楚
辞
に
登
場
す
る
薬
用
植
物
の
宗
教
性
を
全
面
的
に
否
定
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
筆
者
が
批
判
す
る
の
は
、
九
歌
全
体
に
対
し
て
単
調
に
宗
教
的
な
解

釈
を
施
し
た
上
で
、
さ
ら
に
そ
こ
に
忠
君
と
い
う
暗
示
を
読
み
取
る
王
逸
の
よ
う
な

姿
勢
で
あ
る
。
筆
者
と
し
て
は
恋
愛
詩
の
側
面
を
持
つ
作
品
が
あ
る
こ
と
が
主
張
で

き
れ
ば
よ
い
。
離
騒
に
つ
い
て
も
、
求
女
が
求
女
と
解
釈
さ
れ
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
。

そ
う
し
た
部
分
に
ま
で
忠
君
と
い
う
暗
示
を
読
み
取
る
姿
勢
は
批
判
し
た
い
。
た
だ

し
、
そ
う
し
た
姿
勢
が
王
逸
以
前
に
も
存
在
し
た
こ
と
は
高
い
蓋
然
性
を
持
つ
と
考

え
ら
れ
る
。
九
章
中
に
明
ら
か
に
忠
君
的
な
作
品
が
登
場
し
、
離
騒
に
も
明
瞭
に
忠

君
的
内
容
を
持
つ
句
が
存
在
す
る
こ
と
が
そ
の
よ
う
な
推
測
を
可
能
に
す
る
。
離
騒

の
中
に
登
場
す
る
芳
草
が
宗
教
的
な
意
義
を
有
し
、
宗
教
的
な
実
践
に
用
い
ら
れ
て

い
た
こ
と
に
は
、
澁
澤
氏
に
同
じ
く
強
く
賛
成
す
る
。
し
か
し
楚
地
製
作
説
や
屈
原

製
作
説
が
強
く
主
張
さ
れ
る
と
き
、
筆
者
は
澁
澤
氏
に
現
時
点
で
は
反
論
す
る
こ
と

と
な
る
。
も
っ
と
も
筆
者
も
楚
辞
各
篇
の
編
纂
過
程
に
屈
原
の
よ
う
な
人
物
が
介
入

し
て
い
た
可
能
性
を
排
除
し
て
は
お
ら
ず
、
楚
地
が
介
在
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て

は
積
極
的
に
認
め
る
の
で
、そ
う
し
た
意
味
で
の
「
反
論
」
に
留
ま
る
も
の
で
あ
る
。

澁
澤
論
文
は
巫
醫
作
離
騒
考
序
説
と
副
題
に
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分

か
る
よ
う
に
、
巫
者
に
よ
る
製
作
を
具
体
的
に
述
べ
た
好
論
で
あ
る
。
筆
者
も
澁
澤
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論
文
を
高
く
評
価
す
る
が
、
純
粋
な
巫
者
、
す
な
わ
ち
純
粋
な
宗
教
的
職
能
者
と
い

う
よ
り
も
む
し
ろ
、
方
士
に
近
い
人
々
を
離
騒
の
作
者
と
し
て
推
測
し
て
い
る
。
九

歌
九
章
に
も
芳
草
が
出
現
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、「
佩
繽
紛
其
繁
飾
兮
、

芳
菲
菲
其
彌
章
。
民
生
各
有
所
樂
兮
、
余
獨
好
脩
以
為
常
。
雖
體
解
吾
猶
未
變
兮
、

豈
余
心
之
可
懲
」
の
よ
う
に
、
芳
草
を
利
用
す
る
こ
と
に
極
端
に
拘
泥
す
る
人
物
を

主
人
公
に
設
定
す
る
の
は
、離
騒
の
独
自
な
点
で
あ
る
。
前
稿
で
筆
者
は
『
山
海
経
』

五
蔵
山
経
と
『
管
子
』
地
数
篇
の
間
に
共
有
さ
れ
る
鉱
物
資
源
へ
の
高
い
関
心
に
つ

い
て
述
べ
た
が㉘
、
離
騒
の
主
人
公
の
正
則
の
よ
う
に
芳
草
の
知
識
に
長
け
て
い
た

人
々
は
、
芳
草
を
産
し
た
山
々
が
同
じ
く
産
し
た
で
あ
ろ
う
鉱
物
に
つ
い
て
、
関
心

を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
山
海
経
』
西
山
経
に
「
又
西
北
五
十
里
高
山
，
其
上
多
銀
，
其
下
多
青
碧
、
雄

黄
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
の
「
雄
黄
」
と
い
う
鉱
物
は
、「
青
雄
黄
」
と
い
う
形

で
も
見
ら
れ
、
特
に
西
山
経
と
中
山
経
に
多
く
見
ら
れ
る
が
、『
五
十
二
病
方
』
に
も

3
件
言
及
が
あ
り㉙
、
当
時
薬
物
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
雄

黄
の
例
か
ら
、
芳
草
を
薬
物
と
し
て
利
用
し
て
い
た
人
々
の
間
に
も
、
薬
物
と
し
て

利
用
可
能
な
鉱
物
に
対
す
る
関
心
が
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
ま

た
雄
黄
は
、『
神
農
本
草
経
』
を
は
じ
め
歴
代
本
草
書
に
も
収
録
さ
れ
る㉚
。
歴
代
本
草

書
が
動
植
物
だ
け
で
な
く
多
く
の
鉱
物
を
採
録
す
る
こ
と
も
ま
た
、
芳
草
の
知
の
担

い
手
と
鉱
物
の
知
の
担
い
手
と
の
間
が
決
し
て
無
関
係
で
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。山
岳
の
植
生
と
鉱
物
資
源
と
を
同
時
に
記
述
す
る
五
蔵
山
経
は
、

そ
う
し
た
知
識
が
相
互
に
交
流
し
集
大
成
さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
芳

草
に
関
す
る
知
識
と
鉱
物
に
関
す
る
知
識
の
両
者
を
同
時
に
身
に
付
け
た
、
山
岳
資

源
の
専
家
と
で
も
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
る
人
々
も
存
在
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

山
岳
に
関
す
る
知
識
を
有
し
た
人
々
が
、
山
岳
祭
祀
と
も
無
縁
で
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
こ
と
は
、
す
で
に
前
稿
で
筆
者
も
指
摘
し
た
。
抽
思
の
唱
、
思
美
人
、
悲
回
風

に
お
い
て
言
及
さ
れ
、
離
騒
に
お
い
て
強
い
憧
憬
の
対
象
と
さ
れ
る
彭
咸
は
、
ど
う

い
っ
た
人
物
で
あ
る
の
か
判
然
と
は
し
な
い
が
、
仮
に
巫
彭
・
巫
咸
を
指
す
の
だ
と

す
れ
ば
、
山
岳
祭
祀
や
薬
草
を
用
い
た
治
療
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
人
物
で
あ
る
と

言
え
る
。『
呂
氏
春
秋
』
審
分
覽　

勿
躬
に
「
巫
彭
作
醫
、巫
咸
作
筮
」
と
の
記
述
が

あ
り
、
巫
彭
を
「
醫
」
の
祖
と
、
巫
咸
を
「
筮
」
の
祖
と
す
る
所
伝
が
当
時
存
在
し

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
薬
草
や
芳
草
を
用
い
た
治
療
と
、「
醫
」
の
祖
と
さ
れ
る
巫
彭

と
が
関
係
す
る
こ
と
は
、贅
言
を
要
す
ま
い
。『
山
海
経
』
海
内
西
経
に
「
開
明
東
有

巫
彭
、
巫
抵
、
巫
陽
、
巫
履
、
巫
凡
、
巫
相
、
夾
窫
窳
之
尸
、
皆
操
不
死
之
藥
以
距

之
」
と
の
記
述
が
あ
り
、
巫
彭
を
含
む
六
人
の
巫
が
「
不
死
之
藥
」
を
手
に
と
っ
て

い
る
様
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
く
『
山
海
経
』
大
荒
西
経
に
「
有
靈
山
、巫
咸
・

巫
即
・
巫
肦
・
巫
彭
・
巫
姑
・
巫
真
・
巫
禮
・
巫
抵
・
巫
謝
・
巫
羅
十
巫
、
從
此
升

降
、
百
藥
爰
在
」
と
、
巫
彭
・
巫
咸
が
「
百
藥
爰
在
」
と
さ
れ
る
靈
山
を
升
降
す
る

と
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
巫
彭
・
巫
咸
と
も
に
薬
物
と
の
関
係
が
述
べ
ら
れ
て
い
る

点
が
注
目
さ
れ
る
。
加
え
て
『
詛
楚
文
』
に
お
い
て
巫
咸
が
祭
祀
対
象
と
さ
れ
て
い

る㉛
こ
と
も
、巫
咸
に
対
す
る
信
仰
が
当
時
存
在
し
た
こ
と
の
証
左
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、『
太
平
御
覧
』
巻
７
２
１
に
「
世
本
曰
、
巫
咸
、
堯
臣
也
。
以
鴻
術
爲
帝
堯
之

醫
」『
困
学
紀
聞
』
巻
九
に
「
郭
璞
巫
咸
山
賦
序
。
巫
咸
以
鴻
術
為
帝
尭
之
醫
。
此
又

一
巫
咸
也
」
と
の
記
述
が
あ
り
、
な
お
確
言
す
る
に
は
不
安
が
残
る
が
、『
世
本
』
に

は
巫
咸
を
醫
と
す
る
記
述
が
存
在
し
た
ら
し
い
。

結
語

以
上
、
九
歌
、
九
章
、
離
騒
の
文
献
的
性
格
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
が
、
こ
れ
ら

の
作
品
は
屈
原
の
作
品
で
あ
る
こ
と
も
、
楚
地
の
作
品
で
あ
る
こ
と
も
無
批
判
に
是

認
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
中
に
は
、
恋
愛
詩
的
な
作
品
が

存
在
す
る
こ
と
、
ま
た
、
恋
愛
的
な
作
品
や
、
忠
君
的
な
作
品
か
ら
多
く
の
詩
句
を

借
用
し
て
、
離
騒
が
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
編
成
さ
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れ
た
九
歌
・
九
章
・
離
騒
中
に
登
場
す
る
芳
草
は
、
王
侯
や
そ
の
周
辺
の
人
々
、
す

な
わ
ち
王
権
に
関
与
し
て
い
た
人
々
か
ら
大
き
な
関
心
を
寄
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
、

こ
う
し
た
関
心
を
背
景
と
し
て
、
楚
辞
諸
篇
や
さ
ら
に
は
五
蔵
山
経
、
医
書
の
よ
う

な
文
献
が
流
通
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
芳
草
が
生
産
さ
れ
て
い
た
農
村
や
山
岳
に

も
芳
草
に
関
す
る
知
識
が
存
在
し
た
こ
と
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
結
論
と
し
て
主
張
で

き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

本
論
文
の
論
旨
上
提
起
さ
れ
る
問
題
と
し
て
、
こ
う
し
た
作
品
群
が
な
ぜ
屈
原
や

楚
と
い
う
枠
組
み
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
が
あ

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
天
問
・
遠
遊
・
九
辯
と
い
っ
た
他
の
作
品
の
、
楚
辞
文
学

と
強
い
関
係
性
が
窺
わ
れ
る
淮
南
王
劉
安
、
史
記
漢
書
に
記
載
さ
れ
る
祭
祀
歌
と
楚

辞
系
作
品
と
の
関
係
な
ど
に
対
す
る
検
討
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

以
後
の
課
題
と
し
て
は
、
芳
草
や
鉱
物
資
源
に
対
す
る
王
権
の
関
心
の
あ
り
か
た

を
別
の
角
度
か
ら
考
察
す
る
た
め
に
、
芳
草
や
鉱
物
資
源
に
言
及
し
た
文
献
の
さ
ら

な
る
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
。

注①　
岡
村
繁
「
楚
辞
と
屈
原
―
ヒ
ー
ロ
ー
と
作
者
の
分
離
に
つ
い
て
―
」『
日
本
中
国
学

会
報
』
第
十
八
集
，
１
９
６
６
．

②　

湖
北
省
荊
沙
鉄
路
工
作
隊
『
包
山
楚
墓
』
文
物
出
版
社
，
１
９
９
１
．

③　

釈
文
は
劉
楽
賢
『
馬
王
堆
天
文
書
考
釋
』
中
山
大
学
出
版
社
，２
０
０
４
．
を
利
用

し
た
。

④　

拓
本
・
釈
文
は
王
輝
「
秦
公
大
墓
石
磬
残
銘
考
釈
」『
秦
文
字
集
證
』
１
９
９
９
．

を
利
用
し
た
。

⑤　

李
零
『
簡
帛
古
書
與
学
術
源
流
』
生
活
・
読
書
・
新
知
三
聯
書
店
，
２
０
０
４
．

３
３
４
頁
。

⑥　

齊
地
を
舞
台
に
し
た
作
品
の
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、「
隰
朋
與
鮑
叔
牙
從
」
か
ら
は
じ

ま
る
、
隰
朋
と
鮑
叔
牙
と
齊
の
桓
公
の
問
答
を
記
す
『
競
建
内
之
』、
魯
地
の
も
の
は

『
魯
邦
大
旱
』
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。『
魯
邦
大
旱
』
は
馬
承
源
主
編
『
上
海

博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
一
）』
上
海
古
籍
出
版
社
，
２
０
０
１
．
に
、『
競
建
内
之
』

は
馬
承
源
主
編『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書（
五
）』上
海
古
籍
出
版
社
，２
０
０
５
．

に
そ
れ
ぞ
れ
収
録
さ
れ
る
。

⑦　

石
川
三
佐
男
『
楚
辞
新
研
究
』
汲
古
書
院
，
２
０
０
２
．

⑧　

湖
南
省
博
物
館
・
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
編
『
長
沙
馬
王
堆
一
号
漢
墓
』
文
物
出

版
社
，
１
９
７
３
．

⑨　

九
歌
者
、
屈
原
之
所
作
也
。
昔
楚
國
南
郢
之
邑
、
沅
湘
之
間
、
其
俗
信
鬼
而
好
祠
。

其
祠
、
必
作
歌
樂
鼓
舞
以
樂
諸
神
。
屈
原
放
逐
、
竄
伏
其
域
、
懷
憂
苦
毒
、
愁
思
沸

鬱
。
出
見
俗
人
祭
祀
之
禮
、
歌
舞
之
樂
、
其
詞
鄙
陋
。
因
為
作
九
歌
之
曲
、
上
陳
事
神

之
敬
、
下
見
己
之
冤
結
、
託
之
以
風
諫
。
故
其
文
意
不
同
、
章
句
雜
錯
、
而
廣
異
義

焉
。

⑩　

竹
冶
貞
夫
『
楚
辞
研
究
』
風
間
書
房
，
１
９
７
８
．
目
加
田
誠
『
詩
経
・
楚
辞
』
平

凡
社
（
中
国
古
典
文
学
全
集
），
１
９
６
０
．

⑪　

竹
冶
貞
夫
『
楚
辞
研
究
』
風
間
書
房
，
１
９
７
８
．
８
０
８
頁
。

⑫　
『
弘
法
大
師
空
海
全
集　

第
七
巻
』

⑬　

岡
村
繁
「
楚
辞
文
学
に
お
け
る
『
抽
思
』
の
位
置
」『
集
刊
東
洋
学
』
第
16
号　

東

北
大
学
中
国
文
史
哲
研
究
会
，
１
９
６
６
．

⑭　

白
川
静
「
詩
経
」「
興
の
研
究
」。
と
も
に
『
白
川
静
著
作
集　

第
九
巻
』
平
凡
社
，

２
０
０
０
．
に
収
録
。
白
川
静
「
詩
経
研
究
通
論
」『
白
川
静
著
作
集　

第
十
巻
』
平

凡
社
，
２
０
０
０
．
赤
塚
忠
「
詩
経
研
究
」『
赤
塚
忠
著
作
集　

第
五
巻
』
研
文
社
，

１
９
８
６
．

⑮　

マ
ル
セ
ル
・
グ
ラ
ネ 

内
田
智
雄
訳
『
中
国
の
祭
礼
と
歌
謡
』
平
凡
社
（
東
洋
文
庫
），

１
９
８
９
．

⑯　

澁
澤
尚
「『
離
騒
』
に
詠
ま
れ
る
芳
草
香
木
の
本
草
学
的
考
察
―
巫
醫
作
離
騒
考
序

説
―
」『
立
命
館
文
学
』
第
５
６
３
号
，
立
命
館
大
学
人
文
学
会
，
２
０
０
０
．

⑰　

澁
澤
尚
「『
離
騒
』
に
詠
ま
れ
る
芳
草
香
木
の
本
草
学
的
考
察
―
巫
醫
作
離
騒
考
序

説
―
」『
立
命
館
文
学
』
第
５
６
３
号
，立
命
館
大
学
人
文
学
会
，２
０
０
０
．『
五
十
二

病
方
』
は
馬
王
堆
漢
墓
帛
書
整
理
小
組
編
『
馬
王
堆
漢
墓
帛
書
（
肆
）』
文
物
出
版
社
，

１
９
８
５
．
に
収
録
さ
れ
る
。

⑱　

澁
澤
尚
「『
離
騒
』
に
詠
ま
れ
る
芳
草
香
木
の
本
草
学
的
考
察
―
巫
醫
作
離
騒
考
序

説
―
」『
立
命
館
文
学
』
第
５
６
３
号
，立
命
館
大
学
人
文
学
会
，２
０
０
０
．
１
４
６
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頁
の
一
覧
表
を
参
照
。

⑲　

臼
倉
直
樹
「『
山
海
経
』
の
形
成
過
程
及
び
そ
の
性
質
」『
立
命
館
文
学
』
第
６
０
６

号
，
立
命
館
大
学
人
文
学
会
，
２
０
０
８
．

⑳　

馬
王
堆
漢
墓
帛
書
整
理
小
組
編
『
馬
王
堆
漢
墓
帛
書
（
肆
）』
文
物
出
版
社
，

１
９
８
５
．

㉑　

文
化
部
古
文
献
研
究
室
・
安
徽
阜
陽
地
区
博
物
館
「
阜
陽
漢
簡
『
萬
物
』」『
文
物
』

１
９
８
８
年
第
四
期
．

㉒　

文
化
部
古
文
献
研
究
室
・
安
徽
阜
陽
地
区
博
物
館
「
阜
陽
漢
簡
簡
介
」『
文
物
』

１
９
８
８
年
第
四
期
．
の
報
告
に
よ
る
。
稲
畑
耕
一
郎
「『
楚
辞
』
残
簡
小
考
」『
早
稲

田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要　

文
学
・
芸
術
学
編
』
第
37
号
，
１
９
９
２
．
が
こ

の
問
題
に
つ
き
詳
し
く
論
究
し
て
い
る
。

㉓　

文
化
部
古
文
献
研
究
室
・
安
徽
阜
陽
地
区
博
物
館
「
阜
陽
漢
簡
簡
介
」『
文
物
』

１
９
８
８
年
第
四
期
．
安
徽
省
文
物
工
作
隊
・
阜
陽
地
区
博
物
館
・
阜
陽
県
文
化
局

「
阜
陽
双
古
堆
西
漢
汝
陰
侯
墓
発
掘
簡
報
」『
文
物
』
１
９
７
８
年
第
八
期
．

㉔　

湖
北
省
荊
門
博
物
館
「
荊
門
郭
店
一
号
楚
墓
」『
文
物
』
１
９
９
７
年
第
七
期
．

㉕　

澁
澤
尚
「『
離
騒
』
に
詠
ま
れ
る
芳
草
香
木
の
本
草
学
的
考
察
―
巫
醫
作
離
騒
考
序

説
―
」『
立
命
館
文
学
』
第
５
６
３
号
，
立
命
館
大
学
人
文
学
会
，
２
０
０
０
．

㉖　

一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
４
２
７
行
に
「
一
、
其
祝
曰
、
浸
畜
浸
畜
虫
、
黄
神
在
竈
中

…
」
と
あ
る
。

㉗　

臼
倉
直
樹
「『
山
海
経
』
の
形
成
過
程
及
び
そ
の
性
質
」『
立
命
館
文
学
』
第
６
０
６

号
，
立
命
館
大
学
人
文
学
会
，
２
０
０
８
．

㉘　

同
上
。

㉙　

３
３
８
行
「
一
、
冶
雄
黄
、
以
彘
膏

…
」、
４
０
８
行
「
乾
瘙
方
。
以
雄
黄
二
兩
、

水
銀
兩
少
半
…
」、
４
０
９
行
「
雄
黄
、
孰
撓
之
…
」

㉚　
『
神
農
本
草
経
』「
雄
黄
。
一
名
黄
食
石
。
味
苦
平
…
」
と
、『
重
修
政
和
経
史
證
類

備
用
本
草
』
巻
四
に
「
雄
黄
味
苦
甘
平
寒
大
温
有
毒
…
」
と
記
載
さ
れ
る
。

㉛　

郭
沫
若
『
石
鼓
文
研
究　

詛
楚
文
考
釋
』
科
学
出
版
社
，
１
９
８
２
．
を
参
照
し

た
。
巫
咸
文
冒
頭
部
に
「
有
秦
嗣
王
、
敢
用
吉
玉
宣
璧
、
使
其
宗
祝
邵

布
愍
告
于
不

顯
大
神
巫
咸
、
以
底
楚
王
熊
相
之
多

」
と
あ
る
。

（
本
学
大
学
院
修
士
課
程
修
了
）


