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は
じ
め
に

　
『
毛
詩
』
の
注
釈
の
中
で
代
表
的
な
も
の
は
、
前
漢
の
毛
公
（
毛
亨
と
毛
萇
と

い
う
二
人
の
魯
の
人
物
と
も
言
わ
れ
る
）
に
よ
る
伝
、
後
漢
の
鄭
玄
に
よ
る
箋
、

唐
の
孔
頴
達
に
よ
る
疏
で
あ
る
。
こ
の
毛
伝
・
鄭
箋
・
孔
疏
と
い
う
注
釈
体
系
が

古
注
の
中
で
最
も
高
い
権
威
を
誇
っ
て
い
た
。
他
に
、『
毛
詩
』
に
お
い
て
は
各

詩
篇
の
前
に
序
（
詩
序
、
小
序
と
も
言
う
）
が
置
か
れ
て
い
る
。
後
漢
の
衞
宏
の

作
と
も
言
わ
れ
る
序
も
詩
篇
の
注
釈
の
性
格
を
有
し
て
い
る
。『
毛
詩
』を
伝
、箋
、

疏
そ
れ
に
序
と
と
も
に
読
ん
で
い
く
と
、
こ
れ
ら
の
中
に
牽
強
付
会
と
も
い
う
べ

き
無
理
な
解
釈
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。

　

こ
の
『
毛
詩
』
が
我
が
国
に
伝
え
ら
れ
た
後
、い
く
つ
か
の
注
釈
が
な
さ
れ
た
。

そ
れ
ら
の
中
で
、
最
も
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
注
釈
書
の
一
つ
に
室
町
時
代
の
抄
物

で
あ
る
清
原
宣
賢
の
『
毛
詩
抄
』
が
あ
る
。
こ
れ
は
『
毛
詩
』
の
古
注
で
あ
る
毛

伝
・
鄭
箋
・
孔
疏
に
基
づ
き
つ
つ
、
朱
憙
に
よ
る
新
注
に
も
目
配
り
し
、
で
き
る

だ
け
詩
篇
の
内
容
を
正
確
に
読
み
取
ろ
う
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
時
に
牽
強
付
会

と
も
思
え
る
解
釈
や
言
わ
ず
も
が
な
の
付
記
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
解
釈
や
付
記
は
毛
伝
・
鄭
箋
・
孔
疏
の
記
述
を
引
き
写
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
多
い
。

　

つ
ま
り
、
毛
伝
・
鄭
箋
・
孔
疏
の
中
に
は
詩
篇
の
解
釈
を
歪
め
る
要
素
を
持
つ

も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
詩
篇
の
解
釈
を
歪
め
る
要
素
は
ど
こ
か
ら
来

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。『
毛
詩
』
の
注
釈
で
あ
る
毛
伝
・
鄭
箋
・
孔
疏
を
作
成
す

る
に
当
た
り
、
当
時
見
る
こ
と
の
で
き
た
多
く
の
文
献
が
参
照
さ
れ
た
。
そ
の
一

つ
が
、「
詩
」
を
数
多
く
引
用
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
『
春
秋
左
氏
伝
』（
以
下
、『
左

伝
』
と
言
う
。
た
だ
し
、論
文
等
を
引
用
す
る
際
は
当
該
論
文
等
の
表
記
に
従
う
）

で
あ
る
。『
左
伝
』
の
中
で
「
詩
」
の
中
の
あ
る
詩
句
を
引
用
す
る
に
際
し
、
引

用
者
は
詩
句
に
自
分
な
り
の
解
釈
を
加
え
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
解
釈
（
詩
句
の

内
容
に
沿
っ
た
解
釈
も
あ
る
し
、
そ
う
で
な
い
強
引
な
解
釈
も
あ
る
）
が
毛
伝
・

序
や
鄭
箋
そ
れ
に
孔
疏
な
ど
に
取
り
込
ま
れ
た
結
果
、
こ
れ
ら
を
歪
め
た
も
の
に

し
て
し
ま
い
、
ひ
い
て
は
日
本
の
室
町
時
代
の
抄
物
で
あ
る
『
毛
詩
抄
』
の
解
釈

に
も
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
あ
る
。

　

こ
の
論
文
で
は
、

　
　

�『
毛
詩
』
の
詩
句
の
本
来
の
意
味
→
『
左
伝
』
に
お
け
る
引
用
者
解
釈
→
『
毛

詩
』
の
伝

『
春
秋
左
氏
伝
』
の
引
詩
に
よ
る
『
毛
詩
』
注
釈
へ
の
影
響

　
　
　
　 

引
詩
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に
よ
る
詩
句
の
解
釈
と
毛
伝
と
の
関
連
を
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心
に 
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の
流
れ
を
い
く
つ
か
の
例
を
挙
げ
て
追
う
こ
と
に
よ
り
、『
左
伝
』
に
お
け
る
「
詩
」

の
引
用
者
解
釈
が
『
毛
詩
』
の
注
釈
の
基
礎
を
な
す
毛
伝
に
影
響
を
与
え
た
こ
と

を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、日
本
の
『
毛
詩
』
注
釈
の
ひ
と
つ
で
あ
る
『
毛
詩
抄
』

に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
に
言
及
す
る
。

一
、『
左
伝
』
の
記
事
と
『
毛
詩
』
注
釈
と
の
関
係

　
『
左
伝
』
と
「
詩
」
と
の
関
係
と
い
う
と
、『
左
伝
』
に
よ
る
「
詩
」
の
中
の
詩

篇
・
詩
句
の
利
用
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
が
ち
で
あ
る
が
、
逆
に
、
詩
篇
・
詩
句

に
注
釈
を
付
け
る
際
に
『
左
伝
』
の
記
事
を
参
照
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。『
左
伝
』

の
記
事
と
「
詩
」
を
現
代
ま
で
伝
え
た
『
毛
詩
』
の
注
釈
と
の
関
係
で
最
も
明
瞭

な
の
が
、「
詩
」
の
中
の
あ
る
詩
篇
が
作
ら
れ
た
事
情
を
述
べ
る
『
左
伝
』
の
記

事
と
詩
篇
の
注
釈
の
性
格
を
有
す
る
詩
序
と
の
関
係
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、『
左
伝
』
隠
公
三
（
前
七
二
〇
）
年
に
、「
衞
莊
公
娶
于
齊
東
宮
得

臣
之
妹
、
曰
莊
姜
。
美
而
無
子
、
衞
人
所
爲
賦
碩
人
也（
１
）」
と
い
う
記
事
が
あ
る
が
、

こ
れ
は
『
毛
詩
』
国
風
・
衛
風
・
碩
人
篇
の
序
に
、「
碩
人
、
閔
莊
姜
也
。
莊
公

惑
於
嬖
妾
、
使
驕
上
僭
。
莊
姜
賢
而
不
荅
、
終
以
無
子
、
國
人
閔
而
憂
之（
２
）」
と
い

う
形
で
採
録
さ
れ
て
い
る
。『
左
伝
』
の
記
事
と
詩
序
と
の
間
に
こ
の
よ
う
な
関

連
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
夙
に
指
摘
が
な
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
清
末
の

崔
述
の
『
讀
風
偶
識
』（
巻
之
一（
３
））
に
「
詩
序
好
取
左
傳
之
事
附
會
之
。
蓋
三
家

之
詩
、
其
出
也
早
、
左
傳
尚
未
甚
行
、
但
本
其
師
所
傳
爲
説
。
毛
詩
之
出
也
晩
、

左
傳
己
行
於
世
、
故
得
以
取
牽
合
之
」
と
あ
り
、
詩
序
は
『
左
伝
』
の
記
事
を
取

り
こ
れ
に
付
会
す
る
の
を
好
ん
だ
と
し
て
い
る
。

　
『
左
伝
』
の
記
事
と
『
毛
詩
』
注
釈
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
布
村
清
太
郎
氏
は

『
左
伝
』
の
文
と
毛
伝
、鄭
箋
及
び
詩
序
と
の
類
似
性
を
指
摘
し
て
い
る
（
４
）。『

左
伝
』

の
記
事
と
毛
伝
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
、
襄
公
四
（
前
五
六
九
）
年
、
魯
の
穆

叔
が
晋
を
訪
れ
、
晋
侯
が
宴
を
催
し
た
際
に
、
穆
叔
が
宴
の
中
で
奏
さ
れ
た
小
雅

の
鹿
鳴
、
四
牡
、
皇
皇
者
華
に
対
し
て
思
う
所
を
述
べ
る
『
左
伝
』
の
文
に
、
小

雅
・
鹿
鳴
之
什
・
皇
皇
者
華
篇
の
第
二
章
の
毛
伝
「
忠
信
爲
周
。
訪
問
於
善
爲
諮
。

諮
事
爲
諏
」、
第
三
章
の
毛
伝
「
諮
事
之
難
易
爲
謀
」、
第
四
章
の
毛
伝
「
諮
禮
義

所
宜
爲
度
」
及
び
第
五
章
の
毛
伝
「
親
戚
之
謀
爲
詢
」
の
元
に
な
っ
た
表
現
が
あ

る
と
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
昭
公
二
八
（
前
五
一
四
）
年
の
晋
の
成
鱄
に
よ
る

発
話
内
容
が
大
雅
・
皇
矣
篇
第
四
章
の
毛
伝
及
び
鄭
箋
に
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
採

ら
れ
て
い
る
こ
と
及
び
『
左
伝
』
の
記
事
に
詩
序
と
符
合
す
る
例
が
あ
る
こ
と
を

述
べ
て
い
る
。

　
『
詩
経
』
の
中
の
、
征
役
に
従
事
し
て
い
る
兵
士
に
関
す
る
一
群
の
詩
に
着
目

し
て
毛
伝
の
訓
詁
態
度
を
論
じ
た
も
の
に
、
藪
敏
裕
氏
の
一
連
の
論
稿
が
あ
る
。

そ
れ
ら
の
う
ち
、「『
詩
経
』
征
役
詩
解
釈
か
ら
見
た
『
毛
傳
』
の
訓
詁
態
度（
５
）」
は
、

毛
伝
の
征
役
詩
に
つ
い
て
の
訓
詁
が
純
粋
な
訓
詁
学
的
立
場
に
立
っ
て
な
さ
れ
た

の
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
政
治
的
立
場
に
基
づ
く
主
張
を
含
ん
で
い
る
と
す
る
。

藪
氏
は
、
対
象
と
す
る
詩
句
の
解
釈
が
原
義
的
解
釈
で
は
ど
う
な
る
か
、
毛
伝
で

は
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
か
を
比
較
検
討
し
た
上
で
、
更
に
当
該
詩
篇
が
毛

伝
以
外
の
文
献
で
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
引
用
さ
れ
て
い
る
か
を
調
べ
、
毛
伝
の

み
が
特
異
な
解
釈
を
し
て
い
る
こ
と
を
論
証
す
る
と
い
う
手
法
を
と
っ
て
い
る
。

　

こ
の
論
文
の
中
で
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
、
国
風
・
唐
風
・
鴇
羽
篇
と
小
雅
・

鹿
鳴
之
什
・
四
牡
篇
、
同
じ
く
鹿
鳴
之
什
の
采
薇
篇
で
あ
る
。
ま
ず
、
鴇
羽
篇
に

つ
い
て
言
え
ば
、
藪
氏
が
あ
げ
て
い
る
こ
の
詩
篇
の
全
三
章
の
う
ち
、
第
一
章
は

「
肅
肅
鴇
羽　

集
于
苞
栩　

王
事
靡
盬　

不
能
蓺
稷
黍　

父
母
何
怙　

悠
悠
蒼
天

（
二
七
）

吉
田
健
一
：
『
春
秋
左
氏
伝
』
の
引
詩
に
よ
る
『
毛
詩
』
注
釈
へ
の
影
響 

　
　 

引
詩
者
に
よ
る
詩
句
の
解
釈
と
毛
伝
と
の
関
連
を
中
心
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曷
其
有
所
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
藪
氏
の
現
代
日
本
語
訳
は
「
粛
粛
と
鴇

が
飛
び
、
苞
栩
に
集
う
。
征
役
が
止
ま
ず
、
稷
黍
を
植
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

父
母
は
い
っ
た
い
何
を
頼
り
に
す
れ
ば
い
い
の
か
、あ
あ
悠
々
た
る
蒼
天
よ
、我
々

の
安
住
の
地
は
あ
る
の
か
」
と
な
っ
て
い
る
。
藪
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
詩
篇
は
従

軍
の
辛
苦
を
詠
ん
だ
詩
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
詩
篇
・
詩
句
の
原
義
的
解
釈
を
重

視
す
る
『
新
釈
漢
文
大
系
』
の
『
詩
経　

中
』
に
お
け
る
鴇
羽
篇
の
解
釈
（
牧
角

悦
子
執
筆（
６
））
も
、「
シ
ュ
ク
シ
ュ
ク
と
羽
音
を
た
て
て
鴇
の
鳥
は
、
く
ぬ
ぎ
の
し

げ
み
に
降
り
た
ち
集
う
。
王
の
征い
く
さ役

は
止
む
こ
と
な
く
、私
は
（
故
郷
に
帰
っ
て
）

稷き

黍び

を
植
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。（
稷
黍
が
と
れ
な
け
れ
ば
）
父
母
は
何
を
食

べ
て
生
き
て
ゆ
け
ば
よ
い
の
だ
。
は
る
か
な
る
青
い
空
よ
、
天
よ
、
い
っ
た
い
い

つ
に
な
っ
た
ら
、（
こ
の
戦
役
は
）
お
わ
り
を
告
げ
る
の
だ
」
と
し
て
お
り
、
出

征
の
苦
し
さ
を
嘆
き
、
戦
役
が
早
く
収
束
す
る
よ
う
に
と
祈
願
す
る
詩
と
受
け
止

め
て
い
る
。

　

鴇
羽
篇
第
一
章
の
第
三
句
「
王
事
靡
盬
」
に
つ
い
て
、藪
氏
は
前
漢
桓
寛
の
『
塩

鉄
論
』
執
務
篇
が
こ
の
鴇
羽
篇
の
「
王
事
靡
盬　

不
能
蓺
稷
黍　

父
母
何
怙
」
を

引
い
て
「
王
事
盬や

ま
ず
、
稷
黍
を
蓺う

う
る
あ
た
は
ず
、
父
母
何
を
か
怙た
の

ま
ん
」
と

読
み
、
激
し
い
役
務
に
苦
し
み
な
げ
く
句
と
し
て
引
用
し
て
、
反
戦
論
の
拠
り
所

と
す
る
の
に
対
し
、
毛
伝
は
「
盬
、
不
攻
緻
也（
７
）」
と
注
し
、「
私
に
は
王
事
が
差

し
迫
っ
て
い
る
の
で
こ
れ
を
し
っ
か
り
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。」
す
な
わ

ち
「
王
事
は
ゆ
る
が
せ
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
捉
え
て
い
る
と
す
る
（
８
）。
さ

ら
に
、
藪
氏
は
『
塩
鉄
論
』
の
ほ
か
に
『
韓
詩
外
傳
』
を
あ
げ
、
両
者
に
出
て
く

る
「
王
事
靡
盬
」
は
「
労
苦
が
絶
え
な
い
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

毛
伝
の
解
釈
の
み
が
原
義
的
解
釈
や
漢
代
の
文
献
に
お
け
る
解
釈
と
違
っ
て
、
反

戦
的
な
意
味
を
軽
減
す
る
方
向
に
解
釈
し
て
い
る
と
す
る
。

　

小
雅
・
鹿
鳴
之
什
・
四
牡
篇
及
び
采
薇
篇
に
つ
い
て
も
、
唐
風
・
鴇
羽
篇
を
解

釈
し
た
の
と
同
じ
手
法
で
検
討
を
加
え
て
い
る
。こ
れ
ら
の
う
ち
注
目
す
べ
き
は
、

四
牡
篇
第
二
章「
四
牡
騑
騑　

嘽
嘽
駱
馬　

豈
不
懷
歸　

王
事
靡
盬　

不
遑
啓
處
」

の
中
の「
王
事
靡
盬　

不
遑
啓
處
」が『
左
伝
』襄
公
二
九
年
に
お
い
て
子
展
に
よ
っ

て
引
用
さ
れ
、
引
用
の
中
で
「
王
事
靡
盬
」
は
、
毛
伝
と
同
じ
く
、「
王
事
は
な

い
が
し
ろ
に
で
き
な
い
」、
つ
ま
り
王
事
で
あ
る
征
役
は
重
要
な
任
務
で
あ
る
と

理
解
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
藪
氏
は
「「
王
事
靡

盬
」
が
出
て
く
る
『
韓
詩
外
傳
』
及
び
『
潜
夫
論
』
を
検
討
し
、両
者
の
中
の
「「
王

事
靡
盬
」
は
「
王
事
が
続
き
止
ま
な
い
」
と
い
う
原
義
的
解
釈
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味

で
理
解
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
、「
し
た
が
っ
て
、
成
立
に
問
題

の
あ
る
『
春
秋
左
氏
傳
』
を
除
く
と
、
四
牡
篇
は
先
秦
の
原
義
的
解
釈
に
お
い
て

も
、
ま
た
漢
代
の
『
韓
詩
外
傳
』
や
『
潜
夫
論
』
に
お
い
て
も
従
軍
の
辛
苦
を
詠

ん
だ
詩
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、『
毛
傳
』
だ
け
は
こ
れ
を
征
役
が
重
要
な
任
務

で
あ
る
こ
と
を
い
う
詩
と
解
釈
し
て
い
る
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
（
９
）。

　

藪
氏
の
指
摘
は
首
肯
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、「『
春
秋
左
氏
傳
』
を
除
く
」
と

し
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
疑
問
が
残
る
。
氏
は
そ
の
理
由
と
し
て
論
文
の
注
で
、

「『
左
氏
傳
』は
現
行
の
も
の
が
す
べ
て
先
秦
か
ら
存
在
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

戦
国
時
代
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
各
国
資
料
を
編
集
し
て
漢
代
に
新
た
に
編
纂
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。」
と
す
る
。
確
か
に
『
左
伝
』
に
は
各
国
資
料
の
寄
せ
集
め

と
い
う
一
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
毛
伝
に
は
『
左
伝
』
の

記
事
ま
た
は
そ
の
源
泉
と
な
る
資
料
を
見
て
書
い
た
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
前
述
の

布
村
清
太
郎
氏
の
論
文
が
指
摘
す
る
例
を
は
じ
め
い
く
つ
も
見
ら
れ
る）
（1
（

。つ
ま
り
、

『
左
伝
』
全
体
に
つ
い
て
は
も
う
少
し
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
に
せ
よ
、『
左
伝
』

と
毛
伝
と
の
間
に
は
や
は
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。以
下
、

（
二
八
）



『
左
伝
』
と
毛
伝
の
関
わ
り
を
詳
し
く
検
討
し
た
い
。

二
、�
詩
句
本
来
の
意
味
、『
左
伝
』
に
お
け
る
引
用
者
解
釈
、�

毛
伝
の
関
連
に
つ
い
て
の
具
体
例

　

毛
伝
に
は
詩
篇
・
詩
句
の
原
義
的
解
釈
と
は
異
な
る
一
種
の
政
治
的
な
主
張
が

認
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
、
藪
敏
裕
氏
の
一
連
の
論
稿
が
述
べ
て
い
る
通

り
で
あ
る
。
藪
氏
は
ま
た
、
漢
代
の
文
献
の
中
で
、
原
義
的
解
釈
を
離
れ
、
毛
伝

と
同
じ
傾
向
の
解
釈
を
す
る
の
は
『
左
伝
』
に
お
け
る
「
詩
」
の
引
用
箇
所
中
の

引
用
者
解
釈
だ
け
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
だ
が
、そ
の
よ
う
に
指
摘
す
る
も
の
の
、

『
左
伝
』
は
成
立
に
問
題
が
あ
る
と
し
、『
左
伝
』
に
毛
伝
の
先
行
文
献
と
し
て
の

位
置
を
与
え
て
い
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
前
述
の
通
り
、
毛
伝
に
は
『
左
伝
』
を
参
照
し
た
と
認
め
ら

れ
る
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
毛
伝
の
作
者
が
『
左
伝
』
を
参
照
し
た
可
能
性
は

高
い
。
毛
伝
の
作
者
が
「
詩
」
の
原
義
的
解
釈
か
ら
離
れ
て
独
自
の
主
張
を
し
よ

う
と
す
る
場
合
、「
詩
」
の
原
義
的
解
釈
か
ら
離
れ
る
こ
と
の
多
い
『
左
伝
』
の

引
詩
個
所
中
の
解
釈
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。『
左
伝
』

中
の
「
詩
」
の
引
用
者
解
釈
は
毛
伝
以
降
の
鄭
箋
、
詩
序
、
孔
疏
に
も
影
響
を
与

え
、
更
に
は
、
日
本
に
お
け
る
『
毛
詩
』
解
釈
の
一
つ
で
あ
る
『
毛
詩
抄
』
に
も

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

以
下
、
具
体
例
を
あ
げ
て
、『
左
伝
』
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
た
詩
句
の
本
来
の

意
味
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
そ
れ
を
『
左
伝
』
に
お
け
る
「
詩
」
の
引
用
者
は

ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た
か
、
そ
の
解
釈
が
『
毛
詩
』
注
釈
の
大
宗
で
あ
る
毛
伝
に

ど
の
よ
う
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
か
を
見
て
ゆ
き
た
い
。
必
要
に
応
じ
、
鄭
箋
、
孔

疏
に
言
及
す
る
こ
と
が
あ
る
。
記
述
の
仕
方
と
し
て
は
、
お
お
む
ね
①
詩
句
と
そ

の
原
義
的
解
釈
、
②
『
左
伝
』
に
ど
の
よ
う
に
引
用
さ
れ
た
か
、
③
毛
伝
）
（（
（

へ
の
反

映
、
の
順
と
す
る
。
詩
句
を
と
り
あ
げ
る
順
番
は
『
毛
詩
』
に
お
け
る
登
場
順
と

す
る
。
適
宜
、
傍
線
を
付
す
。

そ
の
一　

国
風
・
周
南
・
巻
耳
篇
第
一
章
「
嗟
我
懷
人　

寘
彼
周
行
」（
嗟あ
ゝ�

我
人

を
懷お
も

ひ
て　

彼か

の
周し
う

行か
う

に
寘お

く
）
の
毛
伝
と
『
左
伝
』
襄
公
一
五
（
前
五
五
八
）

年
の
君
子
に
よ
る
引
用
と
の
関
係
。
特
に
、「
周
行
」
の
解
釈
に
つ
い
て
。

①
巻
耳
篇
第
一
章
の
詩
句
と
そ
の
原
義
的
解
釈

　
　

采
采
卷
耳　

不
盈
傾
筐　

　
　

嗟
我
懷
人　

寘
彼
周
行　

　
『
新
釈
漢
文
大
系
』
の
『
詩
経　

上
』
巻
耳
篇
（
牧
角
悦
子
執
筆
）
の
「
通
釈
」

に
よ
れ
ば
、
こ
こ
の
意
味
は
「
ハ
コ
ベ
菜
は
、
つ
ん
で
も
つ
ん
で
も
傾
筐
に
満
た

ず
。
あ
あ
我
彼
の
人
を
懐
い
つ
つ
、
道
の
辺
に
お
く
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
出

征
中
の
男
の
無
事
を
祈
願
し
て
女
が
傾
筐
（
か
ご
）
に
ハ
コ
ベ
草
を
つ
み
、
そ
れ

を
道
の
隅
に
置
く
の
で
あ
る
。
こ
の
道
は
周
の
征
役
に
か
り
出
さ
れ
た
男
が
通
っ

て
行
っ
た
道
で
も
あ
る
。「
語
釈
」
で
は
「
周
行
」
を
「
周
の
国
道
」
と
説
明
し

て
い
る
。

②
『
左
伝
』
襄
公
一
五
年
の
君
子
に
よ
る
引
用

　
　

�

楚
公
子
午
爲
令
尹
、
公
子
罷
戎
為
右
尹
、
…
…
養
由
基
爲
宮
厩
尹
、
以
安
靖

國
人
。
君
子
謂
、
楚
於
是
乎
能
官
人
。
官
人
、
國
之
急
也
。
能
官
人
、
則
民

無
覦
心
。
詩
云
、
嗟
我
懷
人
、
寘
彼
周
行
。
能
官
人
也
。
王
及
公
侯
伯
子
男

甸
采
衞
大
夫
、
各
居
其
列
所
謂
周
行
也
。

　

こ
れ
は
楚
の
国
が
適
材
適
所
の
人
事
配
置
を
行
っ
た
こ
と
へ
の
君
子
の
論
評
で

あ
る
。
君
子
は
「
楚
は
人
物
に
官
職
を
与
え
る
の
が
上
手
だ
。
人
に
官
職
を
分
け

（
二
九
）

吉
田
健
一
：
『
春
秋
左
氏
伝
』
の
引
詩
に
よ
る
『
毛
詩
』
注
釈
へ
の
影
響 

　
　 

引
詩
者
に
よ
る
詩
句
の
解
釈
と
毛
伝
と
の
関
連
を
中
心
に 

　
　



い
わ
き
明
星
大
学
研
究
紀
要
　
人
文
学
・
社
会
科
学
・
情
報
学
篇
　
第
四
号
（
通
巻
第
三
十
二
号
）

与
え
る
こ
と
は
国
家
の
急
務
で
あ
る
。
人
々
に
官
職
を
う
ま
く
与
え
れ
ば
、
民
は

分
を
超
え
た
望
み
を
抱
か
な
い
。
詩
に
以
下
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
」
と
前
置
き

し
た
上
で
、「
嗟
我
懷
人　

寘
彼
周
行
」
と
い
う
国
風
・
周
南
・
巻
耳
篇
の
第
一

章
を
引
用
す
る
。
こ
の
あ
と
で
、「
官
職
の
任
命
を
上
手
に
行
う
こ
と
な
の
だ
。

王
及
び
公
、
侯
、
伯
、
子
、
男
、
甸
、
采
、
衛
の
位
を
持
つ
方
々
と
諸
侯
の
大
夫

が
お
の
お
の
そ
の
官
列
に
あ
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
『
周
の
官
列
』
に
置
か
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
だ
」
と
、
自
分
な
り
の
解
釈
を
述
べ
て
い
る
。
君
子
の
解
釈
で
注

目
す
べ
き
は
、「
周
行
」
と
い
う
詩
句
を
そ
の
原
義
的
な
意
味
と
思
わ
れ
る
「
周

へ
行
く
こ
と
」
と
か
「
周
都
へ
の
道
」
で
は
な
く
、「
周
の
官
列
」（
周
は
周
の
朝

廷
、
行
は
官
職
の
列
位
）
と
解
釈
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

③
毛
伝
へ
の
反
映

　
「
嗟
我
懷
人　

寘
彼
周
行
」
の
毛
伝
と
鄭
箋
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
〈
傳
〉
懷
、
思
。
寘
、
置
。
行
、
列
也
。
思
君
子
官
賢
人
、
置
周
之
列
位
。

　
　
〈
箋
〉
箋
云
、
周
之
列
位
、
謂
朝
廷
臣
也
。

　

毛
伝
は
ま
ず
「
懷
は
思
ふ
。
寘
は
置
く
。
行
は
列
な
り
」
と
文
字
の
説
明
を
し

た
後
で
、「
嗟
我
懷
人　

寘
彼
周
行
」
全
体
の
意
味
は
「
君
子
が
賢
人
を
官
僚
と

し
、周
の
列
位
に
置
か
ん
こ
と
を
思
ふ
」
で
あ
る
と
す
る
。
伝
の
こ
の
説
明
は
『
左

伝
』
襄
公
一
五
年
の
君
子
に
よ
る
引
用
中
の
解
釈
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
。
ま

た
、
鄭
箋
も
君
子
の
解
釈
の
範
囲
内
に
収
ま
っ
て
い
る
。

　

巻
耳
篇
第
一
章
を
原
義
に
従
っ
て
解
釈
す
れ
ば
、
征
役
に
取
ら
れ
た
男
性
の
無

事
を
祈
っ
て
女
性
が
ハ
コ
ベ
草
を
摘
み
、
そ
れ
を
周
都
に
通
じ
る
道
（
そ
れ
は
征

役
に
赴
く
道
で
も
あ
る
）
に
供
え
る
と
い
う
、
我
が
国
の
古
代
歌
謡
に
な
ぞ
ら
え

れ
ば
防
人
の
妻
の
歌
に
相
当
す
る
詩
篇
な
の
で
あ
る
が
、
引
用
者
で
あ
る
君
子

は
「
周
行
」
と
い
う
詩
句
を
周
の
朝
廷
の
官
人
の
列
位
と
解
釈
し
て
し
ま
う
。
毛

伝
の
作
者
は
こ
の
引
用
者
解
釈
を
取
り
込
み
、
国
家
の
運
営
に
お
い
て
は
官
人
の

任
用
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
政
治
的
な
主
張
を
含
ん
だ
注
釈

（
伝
）
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。
本
来
は
庶
民
レ
ベ
ル
の
詩
篇
で
あ
っ
た
巻
耳
篇
を

為
政
者
レ
ベ
ル
の
詩
篇
に
読
み
換
え
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。

そ�

の
二　

小
雅
・
鹿
鳴
之
什
・
出
車
篇
第
四
章
「
豈
不
懷
歸　

畏
此
簡
書
」（
豈

に
歸
る
を
懷
は
ざ
ら
ん
や　

此
の
簡
書
を
畏
る
れ
ば
な
り
）
の
毛
伝
と
『
左
伝
』

閔
公
元
（
前
六
六
一
）
年
の
斉
の
管
敬
仲
に
よ
る
引
用
と
の
関
係
。
特
に
、「
簡

書
」
の
解
釈
に
つ
い
て
。

①
小
雅
・
鹿
鳴
之
什
・
出
車
篇
第
四
章
の
詩
句
と
そ
の
原
義
的
解
釈

　
　

昔
我
往
矣　

黍
稷
方
華

　
　

今
我
來
思　

雨
雪
載
塗

　
　

王
事
多
難　

不
遑
啓
居

　
　

豈
不
懷
歸　

畏
此
簡
書

　
『
新
釈
漢
文
大
系
』
の
『
詩
経　

中
』
出
車
篇
（
福
本
郁
子
執
筆
）
の
「
通
釈
」

は
こ
の
部
分
を
「
以
前
、
こ
の
地
に
来
り
し
時
は
、
黍
稷
花
咲
く
季
節
で
あ
っ
た
。

再
び
こ
の
地
に
着
い
た
今
、
雪
降
り
積
も
る
季
節
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
征
役
は

難
多
く
、
休
む
暇
す
ら
な
い
。
帰
る
を
思
わ
ぬ
わ
け
で
は
な
い
が
、
盟
書
に
綴
り

し
誓
い
に
は
背
け
ぬ
。」と
訳
し
て
い
る
。「
畏
此
簡
書
」の「
畏
」に
つ
い
て
は
、「
心

か
ら
服
従
す
る
」
意
と
解
し
て
い
る
。「
簡
書
」
に
つ
い
て
は
、「
玁
狁
征
伐
の
目

的
で
列
国
間
で
交
わ
さ
れ
た
」
盟
書
、
す
な
わ
ち
列
国
同
士
協
力
し
合
っ
て
玁
狁

を
征
伐
し
よ
う
と
い
う
誓
約
書
と
捉
え
て
い
る
。

　

基
本
的
に
原
義
に
沿
っ
た
解
釈
と
思
わ
れ
る
が
、「
簡
書
」
の
理
解
に
は
疑
問

が
あ
る
。
確
か
に
部
隊
長
ク
ラ
ス
で
あ
れ
ば
、
故
郷
に
帰
り
た
い
が
列
国
間
の
盟

（
三
〇
）



約
に
背
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
感
慨
も
湧
く
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
詩
の

作
者
は
も
っ
と
下
の
階
層
の
人
物
、
す
な
わ
ち
征
役
に
か
り
出
さ
れ
た
、
わ
が
国

で
言
え
ば
防
人
ク
ラ
ス
の
壮
丁
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

先
に
あ
げ
た
藪
敏
裕
氏
の
論
文
〈『
詩
経
』
征
役
詩
解
釈
か
ら
見
た
『
毛
傳
』

の
訓
詁
態
度
〉
に
は
小
雅
・
鹿
鳴
之
什
・
四
牡
篇
の
第
一
章
に
あ
る
「
四
牡
騑
騑

　

周
道
倭
遅　

豈
不
懷
歸　

王
事
靡
盬　

我
心
傷
悲
」が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
も
作
者
は
我
が
国
で
言
え
ば
防
人
ク
ラ
ス
の
人
物
で
あ
り
、
内
容
も
出
車
篇

と
四
牡
篇
に
は
共
通
性
が
あ
る
。
ふ
た
つ
の
詩
篇
に
出
て
く
る
「
王
事
」
は
王
の

命
令
に
よ
る
強
制
的
な
征
役
で
あ
り
、「
豈
不
懷
歸
」
は
ど
う
し
て
征
役
地
か
ら

故
郷
へ
帰
る
こ
と
を
思
わ
な
い
で
お
ら
れ
よ
う
か
、と
い
う
意
味
で
あ
る
。
だ
が
、

出
車
篇
の
作
者
は
「
簡
書
」
に
服
従
し
て
い
る
の
で
征
役
地
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

と
言
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
出
車
篇
の
「
簡
書
」
と
い
う
の
は
竹
簡
あ

る
い
は
木
簡
に
書
か
れ
た
王
の
出
征
命
令
と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
後
述
す
る
清
原
宣
賢
『
毛
詩
抄
』
に
も
「
天
子
の
簡
書
の
命
」
と
あ
り
、
簡

に
書
か
れ
た
王
の
出
征
命
令
と
解
し
て
い
る
。

②
『
左
伝
』
閔
公
元
年
の
斉
の
管
敬
仲
に
よ
る
引
用

　
　

�

狄
人
伐
邢
。
管
敬
仲
言
於
齊
侯
曰
、
戎
狄
豺
狼
、
不
可
厭
也
。
諸
夏
親
暱
、

不
可
棄
也
。
宴
安
酖
毒
、
不
可
懷
也
。
詩
云
、
豈
不
懷
歸
。
畏
此
簡
書
。
簡

書
、
同
惡
相
恤
之
謂
也
。
請
救
邢
以
從
簡
書
。
齊
人
救
邢
。

　

こ
の
話
の
内
容
は
、
え
び
す
で
あ
る
狄
が
斉
と
お
な
じ
く
中
華
の
諸
侯
で
あ
る

邢
に
侵
入
し
た
の
で
、
邢
の
近
隣
の
国
が
簡
に
書
い
た
急
を
告
げ
る
文
書
を
斉
に

送
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
斉
の
宰
相
で
あ
る
管
敬
仲
が
斉
侯
に
出
車
篇
第
四
章
の

「
豈
不
懷
歸　

畏
此
簡
書
」
を
引
用
し
て
働
き
か
け
、
斉
は
救
援
の
た
め
に
出
動

し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

楊
伯
峻
編
著
『
春
秋
左
傳
注（
修
訂
本
一
）
）
（1
（

』
は
、「
簡
書
」
を
「
書
於
一
片
竹

簡
之
文
字
、
此
指
告
急
文
書
」（
一
枚
の
竹
簡
に
書
か
れ
た
文
字
、
こ
こ
で
は
急

を
告
げ
る
文
書
を
指
す
）
と
し
、「
簡
書
、
同
惡
相
恤
之
謂
也
」
に
「
告
急
文
書
、

意
義
在
於
一
國
有
惡
、
他
國
亦
同
以
爲
惡
、
是
同
惡
也
。
一
國
有
急
難
、
他
國
同

以
爲
憂
而
往
救
之
、
是
相
恤
也
。
恤
、
憂
也
、
救
也
。
此
釋
簡
書
之
意
義
與
作
用
」

（「
急
を
告
げ
る
文
書
で
あ
る
。
意
味
は
、
一
国
に
悪
い
こ
と
が
起
こ
る
と
、
他
国

も
ま
た
同
じ
く
悪
い
状
態
に
な
る
。
こ
れ
が
、
悪
い
状
態
を
同
じ
く
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
一
国
に
急
難
が
あ
れ
ば
、
他
国
も
心
配
し
て
こ
れ
を
救
い
に
行
く

の
が
、
互
い
に
恤う
れ

え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
恤う
れ

え
る
と
い
う
の
は
、
憂
え
る
で

あ
り
、
救
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
簡
書
の
意
味
と
働
き
に
つ
い
て
の
説
明
で
あ

る
）
と
い
う
注
を
つ
け
て
い
る
。
新
釈
漢
文
大
系
の
『
春
秋
左
氏
伝　

一
』
も
「
簡

書
」
を
「
告
げ
ぶ
み
。
隣
国
が
急
難
の
場
合
に
告
げ
て
救
い
を
求
め
る
文
書
。
簡

は
単
札
（
一
枚
の
竹
の
ふ
だ
）
で
、
急
を
知
ら
せ
る
た
め
に
簡
単
に
認
め
て
出
す

も
の
。
後
世
の
羽
檄
の
類
」
と
解
説
し
て
い
る
。

　

こ
の
救
援
要
請
の
告
げ
ぶ
み
を
受
け
た
以
上
、
大
国
で
あ
る
斉
の
面
子
に
か
け

て
救
援
に
駆
け
付
け
ま
し
ょ
う
と
管
敬
仲
は
斉
侯
を
説
得
し
た
の
で
あ
る
。
前
述

の
通
り
出
車
篇
の
「
簡
書
」
は
簡
に
書
か
れ
た
王
の
出
征
命
令
と
捉
え
る
の
が
原

義
に
沿
っ
た
解
釈
な
の
で
あ
る
が
、
管
敬
仲
は
自
分
の
主
張
を
根
拠
づ
け
る
た
め

に
出
車
篇
の
「
簡
書
」
に
「
簡
に
書
か
れ
た
救
援
要
請
の
告
げ
ぶ
み
」
と
い
う
、

自
分
の
主
張
に
と
っ
て
都
合
の
よ
い
解
釈
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

③�
毛
伝
へ
の
反
映

　

出
車
篇
第
四
章
「
豈
不
懷
歸　

畏
此
簡
書
」
に
付
け
ら
れ
た
毛
伝
は
次
の
通
り

で
あ
る
。

　
　

�〈
傳
〉
簡
書
、
戒
命
也
。
隣
國
有
急
、
以
簡
書
相
告
、
則
奔
命
救
之
。（
こ
の

（
三
一
）

吉
田
健
一
：
『
春
秋
左
氏
伝
』
の
引
詩
に
よ
る
『
毛
詩
』
注
釈
へ
の
影
響 

　
　 

引
詩
者
に
よ
る
詩
句
の
解
釈
と
毛
伝
と
の
関
連
を
中
心
に 

　
　



い
わ
き
明
星
大
学
研
究
紀
要
　
人
文
学
・
社
会
科
学
・
情
報
学
篇
　
第
四
号
（
通
巻
第
三
十
二
号
）

箇
所
、
鄭
箋
な
し
）

こ
こ
に
次
の
通
り
疏
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　
　

�〈
疏
〉
古
者
無
紙
、
有
事
書
之
於
簡
、
謂
之
簡
書
。
以
相
戒
、
命
之
救
急
、

故
云
戒
命
。
知
隣
國
有
難
、
以
簡
書
相
告
者
、
閔
元
年
左
傳
引
此
詩
乃
云
、

簡
書
、
同
悪
相
恤
之
謂
也
。
言
同
悪
於
彼
、
共
相
憂
念
、
故
奔
命
相
救
。
得

彼
告
、
則
奔
赴
其
命
、
救
之
。
成
七
年
左
傳
曰
、
子
重
奔
命
。
是
也
。

　

伝
の「
簡
書
、戒
命
也
」が
や
や
分
か
り
に
く
い
が
、疏
は「
以
相
戒
、命
之
救
急
、

故
云
戒
命
」
と
説
明
し
て
い
る
。「
戒
」
に
も
「
命
」
に
も
「
告
げ
る
」
の
意
味

が
あ
る
の
で
、
隣
国
に
急
な
事
態
が
起
き
た
こ
と
を
知
っ
た
と
き
に
は
、
竹
簡
あ

る
い
は
木
簡
に
書
い
た
文
書
で
他
の
国
に
急
を
告
げ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。「
以
相
戒
、
命
之
救
急
、
故
云
戒
命
」
は
「
以
て
相あ
ひ

戒つ

げ
、
之
に
急
を

救
ふ
を
命つ

ぐ
。
故
に
戒
命
と
云
ふ
」と
訓
む
こ
と
が
で
き
る
。
次
の
、「
隣
國
有
急
、

以
簡
書
相
告
、
則
奔
命
救
之
」
は
、「
隣
国
に
急
有
ら
ば
、
簡
書
を
以
て
相
告
げ
、

即
ち
奔
命
し
て
之
を
救
ふ
」
と
訓
む
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
と
め
る
と
、毛
伝
は
「
簡
書
」
と
は
隣
国
に
急
な
事
態
が
起
き
た
こ
と
を
知
っ

た
国
が
簡
（
竹
簡
、
木
簡
）
に
書
い
て
他
国
に
出
す
告
げ
ぶ
み
で
あ
る
と
捉
え
、

告
げ
ぶ
み
を
受
け
取
っ
た
以
上
、
救
援
に
駆
け
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、『
左
伝
』
閔
公
元
年
に
お
け
る
管
敬
仲
の
考
え
に

一
致
し
て
い
る
。
管
敬
仲
は
外
国
か
ら
救
援
を
要
請
す
る
知
ら
せ
が
あ
っ
た
場
合

は
、
国
家
の
体
面
に
か
け
て
、
急
い
で
救
援
に
赴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

て
、
我
が
国
の
防
人
の
歌
に
相
当
す
る
出
車
篇
を
敢
え
て
国
家
主
義
的
な
内
容
を

含
ん
だ
詩
で
あ
る
と
解
釈
し
た
上
で
引
用
し
た
の
だ
っ
た
。
毛
伝
の
作
者
も
管
敬

仲
と
考
え
を
共
有
す
る
面
が
あ
り
、「
簡
書
」の
解
釈
に
取
り
入
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
三　

小
雅
・
魚
藻
之
什
・
都
人
士
篇
第
一
章
「
行
歸
于
周　

萬
民
所
望
」（
行

ひ
周
に
歸
す　

萬
民
の
望
む
所
）
の
毛
伝
と
襄
公
一
四（
前
五
五
九
）年
の
君
子
に

よ
る
引
用
と
の
関
係
。
特
に
、「
行
歸
于
周
」
の
解
釈
に
つ
い
て
。

①�

小
雅
・
魚
藻
之
什
・
都
人
士
篇
第
一
章
の
詩
句
と
そ
の
原
義
的
解
釈

　
　

彼
都
人
士　

狐
裘
黄
黄

　
　

其
容
不
改　

出
言
有
章

　
　

行
歸
于
周　

萬
民
所
望

　
『
新
釈
漢
文
大
系
』
の
『
詩
経　

下
』
都
人
士
篇
（
篠
田
幸
夫
執
筆
）
の
通
釈

に
よ
れ
ば
、
第
一
章
の
意
味
は
「
雅
や
か
な
若
人
、
狐
の
裘
、
煌
煌
と
輝
く
。
そ

の
あ
で
す
が
た
は
い
つ
も
変
わ
ら
ず
、
言
葉
に
は
艶
が
あ
る
。
行
い
は
常
に
誠
実

で
、皆
の
仰
ぎ
見
る
人
」
と
な
っ
て
い
る
。
朱
熹
の
『
詩
集
伝
』
で
は
「
都
」
を
「
王

都
」、「
周
」
を
「
鎬
京
」
と
と
っ
て
い
る
。「
都
」
を
王
都
と
と
っ
て
、「
彼
都
人
士
」

を
「
あ
の
周
の
都
の
人
」
と
解
し
て
も
一
応
意
味
は
通
る
が
、「
都
」
を
「
み
や

び
な
」
の
意
と
と
っ
て
、「
あ
の
み
や
び
や
か
な
人
」
と
解
す
る
方
が
詩
篇
全
体

の
解
釈
と
し
て
は
自
然
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
周
と
い
う
文
字
の
持
つ
歴
史
性

か
ら
、
周
を
王
朝
名
や
国
名
、
地
名
と
解
釈
し
て
し
ま
い
が
ち
だ
が
、『
簡
明
古

漢
語
字
典
）
（1
（

』
に
あ
る
よ
う
に
、「
周
」
に
は
誠
、
誠
心
と
い
う
意
味
も
あ
る
。
都

人
士
篇
第
一
章
に
お
け
る
「
周
」
の
解
釈
と
し
て
は
「
誠
実
」
と
捉
え
る
の
が
最

も
自
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
言
う
「
誠
実
」
は
支
配
層
の
人

物
が
国
家
や
国
君
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
誠
実
で
あ
る
こ
と
、
別
の
表
現
で
言
え

ば
国
家
や
国
君
に
対
し
て
忠
実
で
あ
る
こ
と
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
庶
民
層
の

人
物
が
日
常
生
活
の
中
で
出
会
う
人
と
の
交
流
に
お
い
て
誠
実
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。

（
三
二
）



②
『
左
伝
』
襄
公
一
四
年
の
君
子
に
よ
る
引
用

　
　

�
楚
子
嚢
還
自
伐
呉
、
卒
。
將
死
、
遺
言
謂
子
庚
、
必
城
郢
。
君
子
謂
、
子
囊

忠
。
君
薨
不
忘
增
其
名
。
將
死
、
不
忘
衞
社
稷
。
可
不
謂
忠
乎
。
忠
、
民
之

望
也
。
詩
曰
、
行
歸
于
周
。
萬
民
所
望
、
忠
也
。

　

楚
の
重
臣
で
あ
っ
た
子
囊
の
死
に
際
し
て
の
君
子
論
評
で
あ
る
。
君
子
は
子
囊

が
忠
義
者
で
あ
る
こ
と
を
「
忠
は
、
民
の
望
な
り
。
詩
に
曰
く
、
行
ひ
周
に
歸
す
。

萬
民
の
望
む
所
、と
は
忠
な
り
」
と
言
っ
て
称
賛
し
た
の
で
あ
る
。
君
子
は
「
周
」

の
意
味
を
こ
こ
で
は
支
配
階
級
に
属
す
る
人
物
が
備
え
て
い
る
べ
き
国
家
、
国
君

へ
の
「
忠
」
で
あ
る
と
受
け
止
め
て
い
る
。

③�

毛
伝
へ
の
反
映

　

ま
ず
、都
人
士
篇
第
一
章
の
初
句
「
彼
都
人
士
」
に
付
け
ら
れ
た
毛
伝
を
見
る
。

鄭
箋
は
省
略
す
る
。

　
　
〈
傳
〉
彼
、
彼
明
王
也
。

　

こ
の
伝
に
よ
り
、
都
人
士
篇
の
主
人
公
は
古
の
明
王
の
そ
ば
近
く
に
居
る
ほ
ど

の
人
物
で
あ
る
と
毛
伝
の
作
者
が
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

次
に
、「
行
歸
于
周　

萬
民
所
望
」に
付
け
ら
れ
た
毛
伝
と
鄭
箋
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
〈
傳
〉
周
、
忠
信
也
。

　
　

�〈
箋
〉
于
、
於
也
。
都
人
之
士
所
行
、
要
歸
於
忠
信
。
其
餘
萬
民
寡
識
者
、

咸
瞻
望
而
法
俲
之
。

　

伝
に
は「
周
は
忠
信
で
あ
る
」と
書
か
れ
て
い
る
。「
忠
信
」と
い
う
徳
目
は
、「
忠

誠
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
分
か
る
通
り
、
こ
の
詩
句
の
通
常
の
理
解
か
ら
導
き
出

さ
れ
る
「
誠
実
」
と
い
う
徳
目
と
似
た
概
念
で
あ
る
が
、
毛
伝
の
作
者
が
こ
こ
で

言
う
「
忠
信
」
は
古
の
明
王
の
そ
ば
近
く
に
居
る
よ
う
な
、
万
民
の
模
範
と
な
る

べ
き
人
物
の
国
家
や
国
君
に
対
す
る
忠
信
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
考
え
と
共

通
の
基
盤
に
立
っ
て
い
た
の
が
『
左
伝
』
襄
公
一
四
年
に
お
い
て
「
行
歸
于
周　

萬
民
所
望
」
を
引
用
し
た
君
子
の
解
釈
で
あ
り
、『
左
伝
』
の
こ
の
箇
所
を
毛
伝

の
作
者
は
都
人
士
篇
第
一
章
の
「
行
歸
于
周　

萬
民
所
望
」
を
注
釈
す
る
際
に
参

照
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
、
三
つ
の
例
を
あ
げ
た
。
い
ず
れ
の
例
に
お
い
て
も
、『
左
伝
』
に
お
け

る
「
詩
」
の
引
用
に
際
し
て
引
詩
者
は
詩
句
の
原
義
か
ら
大
き
く
離
れ
た
独
自
の

解
釈
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
毛
伝
も
詩
句
の
原
義
的
解
釈
と
は

異
な
る
注
釈
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
し
か
も
そ
の
内
容
は
『
左
伝
』
に
お

け
る
引
詩
者
独
自
の
解
釈
の
内
容
と
共
通
性
を
有
す
る
。こ
の
こ
と
か
ら
、『
左
伝
』

に
お
け
る
引
詩
者
の
解
釈
が
毛
伝
の
注
釈
内
容
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
、
毛

伝
側
か
ら
見
れ
ば
、
毛
伝
の
注
釈
内
容
が
『
左
伝
』
に
お
け
る
引
詩
者
の
独
自
の

解
釈
を
取
り
込
ん
で
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

　

以
下
、古
注
を
重
視
し
た
注
釈
を
行
っ
て
い
る
清
原
宣
賢
『
毛
詩
抄
』
に
よ
り
、

右
に
取
り
上
げ
た
三
つ
の
例
に
つ
い
て
、『
左
伝
』
に
お
け
る
引
詩
者
解
釈
と
毛

伝
の
関
係
及
び
『
毛
詩
抄
』
へ
の
『
左
伝
』
に
お
け
る
引
詩
者
解
釈
の
影
響
を
確

認
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

三
、『
左
伝
』
の
引
詩
が
清
原
宣
賢
『
毛
詩
抄
』
に
与
え
た
影
響

　
『
毛
詩
』
を
解
釈
す
る
上
で
長
ら
く
権
威
を
持
ち
続
け
た
の
は
、
毛
伝
・
鄭
箋
・

孔
疏
で
あ
る
。『
毛
詩
』
は
日
本
に
お
い
て
も
清
原
家
な
ど
の
博
士
家
を
中
心
に

研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
た
が
、
そ
の
指
針
と
な
っ
た
の
は
こ
の
古
注
で
あ
る
。
し

て
み
れ
ば
、
古
注
、
と
り
わ
け
そ
の
基
礎
を
な
す
毛
伝
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た

『
左
伝
』
に
お
け
る
「
詩
」
の
引
用
者
に
よ
る
解
釈
が
我
が
国
の
『
毛
詩
』
の
注

（
三
三
）

吉
田
健
一
：
『
春
秋
左
氏
伝
』
の
引
詩
に
よ
る
『
毛
詩
』
注
釈
へ
の
影
響 

　
　 

引
詩
者
に
よ
る
詩
句
の
解
釈
と
毛
伝
と
の
関
連
を
中
心
に 
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釈
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、『
毛
詩
』
注
釈

の
抄
物
で
あ
る
清
原
宣
賢
の
『
毛
詩
抄
』
に
見
ら
れ
る
『
左
伝
』
に
お
け
る
「
詩
」

の
引
用
者
解
釈
の
影
響
を
見
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

な
お
、『
毛
詩
抄
』
の
引
用
に
際
し
て
は
、
注
釈
部
分
の
み
を
適
宜
示
す
に
と

ど
め
、
詩
篇
の
原
文
や
訓
み
く
だ
し
及
び
ふ
り
が
な
は
省
略
し
た
。

ⅰ　

国
風
・
周
南
・
巻
耳
篇
第
一
章
の
注
釈（
（1
（

　

巻
耳
篇
第
一
章
の
「
嗟
我
懷
人　

寘
彼
周
行
」
に
つ
い
て
、『
毛
詩
抄
』
は
次

の
よ
う
に
注
釈
す
る
。

　
　

�

嗟
我　
　

あ
ゝ
と
た
ん
じ
て
、
賢
人
を
官
に
あ
げ
い
か
し
と
思
は
る
ゝ
ぞ
。

人
は
賢
人
ぞ
。
周
は
周
の
世
、
行
は
列
位
に
を
き
た
い
と
云
ぞ
。
我
は
后
妃

に
我
ぞ
。
近
注
に
は
周
は
く
ま
ぞ
。
行
は
道
ぞ
。
道
の
く
ま
ぞ
。
詩
に
は
か

い
さ
ま
に
云
ぞ
。
心
に
君
子
の
事
を
思
ふ
程
に
、
道
の
く
ま
に
を
く
ぞ
。
そ

の
時
は
を
か
ぬ
で
は
有
ま
い
ぞ
。
を
く
と
よ
ま
う
ぞ
。
襄
十
五
年
傳
に
こ
ゝ

を
引
て
、
注
に
能
官
人
也
、
と
し
た
ぞ
。

　

こ
の
注
釈
の
前
半
、「
嗟
我
」
か
ら
「
我
は
后
妃
に
我
ぞ
。」
ま
で
は
巻
耳
篇
の

序
に
付
け
ら
れ
た
鄭
箋
、
第
一
章
に
付
け
ら
れ
た
毛
伝
と
同
じ
で
あ
る
。「
賢
人

を
官
に
あ
げ
い
か
し
と
思
は
る
ゝ
ぞ
。
人
は
賢
人
ぞ
。
周
は
周
の
世
、
行
は
列

位
に
を
き
た
い
と
云
ぞ
。」
は
毛
伝
の
直
訳
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
お
お
む

ね
毛
伝
を
引
き
写
し
て
い
る
。
本
稿
二
、
そ
の
一
③
で
述
べ
た
よ
う
に
、
毛
伝
の

こ
の
部
分
は
『
左
伝
』
襄
公
一
五
年
に
お
け
る
君
子
に
よ
る
「
詩
」
の
引
用
箇
所

中
の
君
子
の
独
自
解
釈
を
取
り
込
ん
で
お
り
、『
毛
詩
抄
』
は
間
接
的
に
『
左
伝
』

の
記
述
を
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
注
釈
の
後
半
、
す
な
わ
ち

「
近
注
に
は
」
か
ら
「
を
く
と
よ
ま
う
ぞ
」
ま
で
は
朱
熹
の
新
注
を
取
り
入
れ
て

い
る
。
思
う
に
、
巻
耳
篇
第
一
章
を
古
注
に
従
っ
て
解
釈
す
る
の
は
無
理
が
あ
る

と
感
じ
て
、
こ
こ
で
は
原
義
的
な
読
み
方
に
近
い
新
注
を
ほ
ぼ
古
注
と
同
じ
長
さ

に
な
る
よ
う
に
工
夫
し
て
記
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
新
注
を
紹
介
し
た
後

で
、「
襄
十
五
年
傳
に
こ
ゝ
を
引
て
、
注
に
能
官
人
也
、
と
し
た
ぞ
。」
と
あ
る
の

で
、
こ
の
箇
所
は
『
左
伝
』
襄
公
一
五
年
の
君
子
引
用
ま
で
遡
る
こ
と
に
気
付
い

て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
単
に
指
摘
す
る
の
み
で
深
い
考
察
は
し
て
い
な
い
。

ⅱ　

小
雅
・
鹿
鳴
之
什
・
出
車
篇
第
四
章
の
注
釈（
（1
（

　

出
車
篇
第
四
章
の
「
豈
不
懷
歸　

畏
此
簡
書
」
に
つ
い
て
、『
毛
詩
抄
』
は
次

の
よ
う
に
注
釈
す
る
。

　
　

�

豈
不　
　

こ
ゝ
は
こ
し
ら
へ
た
朔
方
の
城
ま
で
は
、
か
へ
っ
た
れ
共
、
古
郷

へ
は
か
へ
ら
ぬ
ぞ
。
打
す
て
ゝ
、
に
げ
去
て
も
か
へ
り
た
け
れ
共
、
え
か
へ

ら
ぬ
事
が
あ
る
よ
。
天
子
の
簡
書
の
命
を
、
を
そ
ろ
し
う
思
ほ
ど
に
、
え
か

へ
ら
ぬ
ぞ
。
た
ち
ま
ち
に
罪
過
せ
ら
れ
う
ほ
ど
に
ぞ
。
古
に
は
紙
が
な
う
て
、

竹
に
か
く
ほ
ど
に
、
簡
書
と
云
ぞ
、
か
う
云
も
、
か
う
辛
勞
し
た
と
ね
ぎ
ら

は
る
ゝ
心
ぞ
。
注
、
隣
國
を
ば
す
く
う
物
ぢ
や
程
に
、
御
教
書
な
ど
を
な
さ

る
ゝ
心
ぞ
。

　

こ
の
注
釈
で
は
、
簡
書
を
天
子
の
命
令
を
書
い
た
簡
と
捉
え
、
か
つ
、
古
は
紙

が
な
か
っ
た
の
で
、
竹
簡
に
文
字
を
書
い
た
の
で
簡
書
と
い
う
、
と
説
明
し
て
い

る
。
こ
の
説
明
は
、『
毛
詩
正
義
』
に
お
け
る
出
車
篇
の
簡
書
に
付
せ
ら
れ
た
伝

に
対
す
る
疏
に
「
古
者
無
紙
、
有
事
書
之
於
簡
、
謂
之
簡
書
」
と
あ
る
の
を
引
き

写
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
毛
伝
の「
告
げ
ぶ
み
」説
と
は
異
な
っ
て
お
り
、「
出

車
」
の
簡
書
の
意
味
を
原
義
的
に
理
解
し
た
も
の
と
言
え
る
。

「
豈
不
懷
歸　

畏
此
簡
書
」
全
体
に
つ
い
て
は
、
ふ
る
さ
と
に
帰
り
た
い
が
簡
書

に
書
か
れ
た
天
子
の
命
令
を
恐
ろ
し
く
思
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
打
ち
す
て
て

逃
げ
帰
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
解
し
て
お
り
、
原
義
に
沿
っ

（
三
四
）



た
解
釈
と
言
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、「
注
、
隣
國
を
ば
す
く
う
物
ぢ
や
程
に
、
御

教
書
な
ど
を
な
さ
る
ゝ
心
ぞ
」
と
い
う
、
い
わ
ば
言
わ
ず
も
が
な
の
注
釈
が
出
て

く
る
。
こ
れ
は
、「
注
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、『
毛
詩
正
義
』
で
は

こ
の
よ
う
に
注
釈
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、「
隣
國
を
ば
す
く
う
物
ぢ
や
程
に
、

御
教
書
な
ど
を
な
さ
る
」
は
毛
伝
の
「
隣
國
有
急
、
以
簡
書
相
告
、
則
奔
命
救
之
」

を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

簡
書
を
「
天
子
の
命
令
を
書
い
た
簡
」
と
解
釈
す
る
な
ど
詩
句
を
概
ね
原
義
に

忠
実
に
注
釈
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
末
尾
に
お
い
て
毛
伝
に
配
慮
し

て
考
え
の
異
な
る
注
を
加
え
た
た
め
に
か
え
っ
て
分
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
。

こ
の
分
か
り
に
く
く
し
た
部
分
は
元
々
は
『
左
伝
』
閔
公
元
年
の
斉
の
管
敬
仲
に

よ
る
「
詩
」
の
引
用
中
の
独
自
解
釈
に
由
来
す
る
の
で
あ
る

ⅲ　

小
雅
・
魚
藻
之
什
・
都
人
士
篇
第
一
章
の
注
釈（
（1
（

　

都
人
士
篇
の
主
人
公
を
『
毛
詩
抄
』
が
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、

都
人
士
篇
の
序
の
注
釈
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
ま
ず
そ
こ
を
見
て
お
く
こ
と

に
す
る
。

　

古　
　

上
に
い
て
民
の
か
し
ら
た
る
者
は
、
ち
や
つ
と
物
を
き
か
へ
つ
な
ん
ど

は
せ
ぬ
ぞ
。
い
つ
も
同
じ
も
の
ぞ
。
…
…
我
身
を
と
ゝ
の
へ
て
下
民
を
治
ら
れ
ば
、

民
も
徳
を
二
三
に
せ
ぬ
で
候
ぞ
。
従
容　
　

こ
そ
、
民
の
徳
の
一
あ
る
処
よ
ぞ
。

さ
う
で
な
い
処
を
傷
で
此
詩
を
作
た
ぞ
。
…
…

　

こ
れ
は
『
毛
詩
』
の
序
の
作
者
の
見
方
で
も
あ
る
が
、『
毛
詩
抄
』
は
こ
れ
を

受
け
継
い
で
「
上
に
い
て
民
の
か
し
ら
た
る
者
」
を
都
人
士
篇
の
主
人
公
と
見
て

い
る
よ
う
だ
。
民
の
か
し
ら
た
る
者
は
衣
服
を
整
え
、
万
民
の
模
範
と
な
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
こ
の
詩
篇
の
主
題
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。
こ
の
主

人
公
像
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
『
左
伝
』
襄
公
一
四
年
の
君
子
に
よ
る
引
詩
に
お

け
る
独
自
の
解
釈
に
行
き
着
く
の
で
あ
る
。

　

都
人
士
篇
第
一
章
の
「
行
歸
于
周　

萬
民
所
望
」
の
注
釈
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

�

行
帰　
　

周
は
忠
信
也
と
注
し
た
ぞ
。
都
人
士
の
行
迹
は
、
忠
あ
り
信
あ
る

事
な
ら
で
は
せ
ぬ
ぞ
。
去
程
に
、
万
民
が
此
人
を
望
で
、
此
人
を
手
本
に
せ

い
で
は
と
云
ぞ
。

　

こ
の
注
釈
の
中
で
、「
周
」
に
つ
い
て
は
、「
周
は
忠
信
也
と
注
し
た
ぞ
」
と
し
て
、

毛
伝
の
説
を
そ
の
ま
ま
載
せ
て
い
る
。「
注
し
た
ぞ
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
自
分

の
考
え
は
違
う
が
毛
伝
の
解
釈
が
こ
う
な
の
で
そ
の
通
り
載
せ
る
と
い
う
口
吻
が

感
じ
ら
れ
る
。『
毛
詩
抄
』
の
講
述
者
の
考
え
は
こ
れ
と
違
っ
て
い
た
の
か
も
知

れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
周
は
忠
信
也
」
と
い
う
解
釈
も
『
左
伝
』
襄
公

一
四
年
の
君
子
に
よ
る
引
詩
時
の
解
釈
を
受
け
継
い
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
と
め

　
『
左
伝
』
が
「
詩
」
を
利
用
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
詩
句

の
引
用
と
い
う
形
に
な
っ
て
現
れ
る
が
、
そ
の
際
、
引
用
者
が
つ
け
た
恣
意
的
と

も
言
え
る
解
釈
が
「
詩
」
の
注
釈
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
影
響
が
及

ん
だ
範
囲
は
毛
伝
・
詩
序
・
鄭
箋
・
孔
疏
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
わ
が
国
に
お
け
る『
毛

詩
』
注
釈
の
抄
物
で
あ
る
『
毛
詩
抄
』
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
論
文
で

は
、
主
と
し
て
『
左
伝
』
に
お
け
る
「
詩
」
の
引
用
者
に
よ
る
解
釈
が
毛
伝
に
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
る
例
を
あ
げ
、
さ
ら
に
日
本
の
『
毛
詩
抄
』
に
も
反
映
し
て
い

る
こ
と
に
触
れ
た
。

　

こ
の
こ
と
は
毛
伝
の
側
か
ら
見
れ
ば
、『
左
伝
』
に
お
け
る
「
詩
」
の
引
用
箇

所
中
の
引
詩
者
に
よ
る
解
釈
を
取
り
込
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
引
詩

（
三
五
）

吉
田
健
一
：
『
春
秋
左
氏
伝
』
の
引
詩
に
よ
る
『
毛
詩
』
注
釈
へ
の
影
響 

　
　 

引
詩
者
に
よ
る
詩
句
の
解
釈
と
毛
伝
と
の
関
連
を
中
心
に 
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者
解
釈
は
毛
伝
の
作
者
に
と
っ
て
使
い
勝
手
の
よ
い
も
の
だ
っ
た
よ
う
だ
。
す
な

わ
ち
、
藪
敏
裕
氏
の
「『
詩
経
』
征
役
詩
解
釈
か
ら
見
た
『
毛
傳
』
の
訓
詁
態
度
」

他
の
論
文
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
毛
伝
の
訓
詁
態
度
に
は
単
な
る
注
釈
の
枠
を
越

え
た
一
種
の
政
治
的
な
思
想
性
を
含
ん
で
い
る
が
、
思
想
性
を
表
出
す
る
た
め
の

材
料
と
し
て
『
左
伝
』
に
お
け
る
詩
句
の
引
用
者
解
釈
は
恰
好
の
も
の
で
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、『
左
伝
』
襄
公
一
五
年
の
記
事
に
引
用
さ
れ
た
国
風
・
周
南
・
巻
耳

篇
は
、
原
義
に
沿
っ
て
読
め
ば
、
征
役
に
取
ら
れ
た
男
性
の
無
事
を
祈
っ
て
女
性

が
ハ
コ
ベ
草
を
摘
み
、
そ
れ
を
周
都
に
通
じ
る
道
（
そ
れ
は
征
役
に
赴
く
道
で
も

あ
る
）
に
供
え
る
と
い
う
、
我
が
国
の
古
代
歌
謡
に
な
ぞ
ら
え
れ
ば
防
人
の
妻
の

歌
に
相
当
す
る
詩
篇
な
の
で
あ
る
が
、『
左
伝
』
襄
公
一
五
年
の
記
事
の
中
で
こ

の
詩
篇
を
引
用
し
た
君
子
は
こ
の
詩
篇
の
中
の
「
周
行
」
と
い
う
詩
句
を
周
の
朝

廷
の
官
人
の
列
位
と
解
釈
し
、
国
家
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
役
人
へ
の
官
位
の

授
与
を
適
切
に
行
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
展
開
す
る
。
君
子
に
よ
る
こ
の

独
自
の
解
釈
を
今
度
は
毛
伝
が
取
り
込
み
、『
毛
詩
』
の
原
義
的
解
釈
か
ら
外
れ

た
注
釈
を
行
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
傾
向
は
毛
伝
に
続
く
詩
序
、
鄭
箋
、
孔

疏
に
引
き
継
が
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
毛
伝
に
は
、
藪
氏
の
指
摘
の
通
り
、
政

治
的
な
思
想
性
が
含
ま
れ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
で
は
い
か
な
る

政
治
的
な
思
想
性
か
。
そ
れ
は
国
家
を
優
先
す
る
こ
と
、
礼
を
重
視
す
る
こ
と
、

大
国
の
威
信
を
守
る
こ
と
、
忠
臣
と
い
う
徳
目
を
庶
民
層
に
ま
で
浸
透
さ
せ
る
こ

と
な
ど
で
あ
り
、
こ
の
政
治
的
な
思
想
性
に
沿
う
よ
う
に
詩
篇
・
詩
句
の
解
釈
を

曲
げ
る
こ
と
を
厭
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
毛
伝
の
解
釈
は
訓
詁
学
の
本
来
の
在
り
方
か
ら
外
れ
る
と
こ
ろ

が
あ
る
が
、
そ
の
基
盤
を
提
供
し
た
の
は
こ
れ
と
同
じ
こ
と
を
す
で
に
行
っ
て
い

た
『
左
伝
』
に
お
け
る
「
詩
」
の
引
用
者
解
釈
で
あ
っ
た
。『
左
伝
』
に
お
け
る

引
詩
者
の
独
自
の
解
釈
が
毛
伝
の
注
釈
を
独
特
な
も
の
と
す
る
上
で
大
き
な
力
を

発
揮
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
影
響
は
中
国
に
お
け
る
そ
の
後
の
『
毛
詩
』
注
釈
ば

か
り
か
我
が
国
の
『
毛
詩
抄
』
に
も
及
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

こ
の
論
文
で
は
、『
左
伝
』
に
お
け
る
「
詩
」
の
引
用
者
解
釈
が
詩
序
・
鄭
箋
・

孔
疏
に
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
余
り
触
れ
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
今
後
の
研
究
課
題
に
し
た
い
。
ま
た
、
日
本
の
『
毛
詩
抄
』
及
び
他

の
『
毛
詩
』
注
釈
が
中
国
の
い
か
な
る
『
毛
詩
』
注
釈
を
利
用
し
て
い
る
か
に
つ

い
て
も
見
て
い
き
た
い
。

注
（
１
）　
『
春
秋
左
氏
伝
』
の
引
用
は
、
鎌
田
正
『
春
秋
左
氏
伝　

一
・
二
・
三
・
四
』（『
新
釈

漢
文
大
系
』
第
三
〇
巻
～
第
三
三
巻
、
明
治
書
院
、
一
九
七
一
年
、
一
九
七
四
年
、

一
九
七
七
年
、一
九
八
一
年
）
に
よ
り
、阮
元
校
刻
『
十
三
經
注
疏　

四
』（
中
華
書
局
、

二
〇
〇
九
年
）
所
収
の
『
春
秋
左
傳
正
義
』
及
び
十
三
經
注
疏
整
理
委
員
会
『
十
三

經
注
疏
整
理
本
一
六
～
一
九　

春
秋
左
傳
正
義
』（
北
京
大
學
出
版
社
、二
〇
〇
〇
年
）

を
参
照
し
た
。
訓
み
く
だ
し
は
新
釈
漢
文
大
系
本
に
よ
る
。

（
２
）　
『
毛
詩
』
の
引
用
は
、
石
川
忠
久
『
詩
経　

上
・
中
・
下
』（『
新
釈
漢
文
大

系
』
第
一
一
〇
巻
～
第
一
一
二
巻
、
明
治
書
院
、
一
九
九
七
年
、
一
九
九
八
年
、

二
〇
〇
〇
年
）
に
よ
り
、阮
元
校
刻
『
十
三
經
注
疏　

一
』（
中
華
書
局
、二
〇
〇
九
年
）

所
収
の
『
毛
詩
正
義
』
及
び
十
三
經
注
疏
整
理
委
員
会
『
十
三
經
注
疏
整
理
本　

毛

詩
正
義　

四
・
五
・
六
』（
北
京
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
を
参
照
し
た
。
詩
句

本
文
の
訓
み
く
だ
し
は
新
釈
漢
文
大
系
本
に
よ
る
。

（
３
）　

崔
述
『
崔
東
壁
先
生
遺
書
』（
陳
氏
遺
經
樓
原
版
、
清
・
一
八
二
四
年
、
日
本
・

史
學
會
重
刊
、
一
九
〇
三
年
、
一
一
頁
）

（
４
）　

布
村
清
太
郎
「
春
秋
左
氏
伝
中
の
詩
に
つ
い
て
」（『
富
山
工
業
高
等
専
門
学
校
紀

要
』
一
巻
、
一
九
六
七
年
三
月
、
一
頁
～
三
六
頁
）

（
三
六
）



（
５
）　
『
斯
文
』
一
〇
二
号
（
一
九
九
四
年
三
月
、
三
八
頁
～
五
五
頁
）

（
６
）　

石
川
忠
久
『
詩
経　

中
』（『
新
釈
漢
文
大
系
』
第
一
一
一
巻
、
明
治
書
院
、

一
九
九
八
年
、
二
〇
頁
～
二
三
頁
、
牧
角
悦
子
執
筆
）

（
７
）　

藪
氏
は
、毛
伝「
盬
、不
攻
緻
也
」に
対
す
る
孔
疏「
是
盬
爲
不
攻
牢
不
堅
緻
之
意
也
」

に
よ
り
、毛
伝
の
「
不
攻
緻
」
は
「
堅
固
で
な
い
」
の
意
、従
っ
て
毛
伝
に
よ
る
「
王

事
靡
盬
」
の
捉
え
方
は
「
王
事
が
堅
固
で
な
い
こ
と
は
な
い
」、「
私
に
は
王
事
が
差

し
迫
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
し
っ
か
り
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
」、「
王
事
を
ゆ
る

が
せ
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
意
味
に
な
る
と
説
明
す
る
。

（
８
）　
「
王
事
靡
盬
」
に
つ
い
て
、
石
川
忠
久
『
詩
経　

中
』（
前
掲
、
二
〇
頁
～
二
三
頁
、

牧
角
悦
子
執
筆
）
の
唐
風
・
鴇
羽
篇
の
解
説
は
、「
王
事
靡
盬
」
に
は
「
王
事
盬も
ろ
き

こ
と
靡
し
」
と
訓
ず
る
読
み
方
と
「
王
事
盬や

む
こ
と
靡
し
」
と
訓
ず
る
読
み
方
と
が

あ
る
と
し
、
後
者
を
是
と
す
る
。

（
９
）　

藪
氏
は
毛
伝
の
訓
詁
態
度
に
つ
い
て
他
に
も
論
文
を
有
す
る
。「「
王
事
靡
盬
」
解

釈
か
ら
見
た
『
毛
傳
』
の
訓
詁
態
度
」（『
岩
手
大
学
教
育
学
部
研
究
年
報
』
第
五
二

巻
第
三
号
、
一
九
九
三
年
三
月
、
四
三
頁
～
五
二
頁
）、「『
詩
経
』
旄
丘
谿
澗
篇
解

釈
か
ら
見
た
『
毛
傳
』
の
訓
詁
態
度
」（『
岩
手
大
学
教
育
学
部
研
究
年
報
』
第
五
三

巻
第
一
号
、
一
九
九
三
年
一
〇
月
、
一
〇
頁
～
二
〇
頁
）

（
10
）　

例
と
し
て
、
国
風
・
召
南
・
采
蘩
篇
第
一
章
の
「
于
以
采
蘩　

于
沼
于
沚
」
に
付

け
ら
れ
た
毛
伝
に
「
公
侯
夫
人
執
蘩
菜
以
助
祭
、
神
饗
德
與
信
、
不
求
備
焉
、
沼
沚

渓
澗
之
草
、
猶
可
以
薦
。
王
后
則
荇
菜
也
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
隠
公
三
年
の
君
子

評
言
「
苟
有
明
信
、
澗
谿
沼
畤
之
毛
、
蘋
蘩
薀
藻
之
菜
、
筐
筥
錡
釜
之
器
、
潢
汙
行

潦
之
水
、
可
薦
於
鬼
神
、
可
羞
於
王
公
。
而
況
君
子
結
二
國
之
信
、
行
之
以
禮
、
又

焉
用
質
。
風
有
采
蘩
・
采
蘋
、
雅
有
行
葦
・
泂
酌
、
昭
忠
臣
也
」
の
中
の
傍
線
箇
所

を
少
し
形
を
変
え
て
取
り
入
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
毛
伝
の
「
公
侯
」
か
ら
「
荇

菜
」
に
付
け
ら
れ
た
孔
疏
に
「
左
傳
曰
、
苟
有
明
信
、
澗
谿
沼
畤
之
毛
、
可
薦
於
鬼

神
。
彼
言
毛
、
此
傳
言
草
、
皆
菜
也
」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
箇
所
の
毛
伝
が
『
左
傳
』

の
記
事
を
取
り
入
れ
た
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

　
　
　

ま
た
、澤
田
多
喜
男「
三
家『
詩
』と
毛
傳
考
察
」（『
東
洋
古
典
学
研
究
』第
一
三
集
、

二
〇
〇
二
年
五
月
、
一
頁
～
二
〇
頁
）
は
国
風
・
邶
風
・
二
子
乗
舟
篇
の
「
二
子
乗

舟　

汎
汎
其
景
」
の
毛
伝
に
つ
い
て
、
孔
疏
が
「
其
言
與
桓
十
六
年
左
氏
傳
小
異
而

大
同
也
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
を
引
き
、「
こ
こ
に
見
え
る
毛
傳
は
、少
な
く
と
も
『
左

氏
傳
』
乃
至
そ
の
源
泉
と
な
る
資
料
を
見
た
の
で
な
け
れ
ば
、
書
け
な
い
も
の
で
あ

る
こ
と
は
推
察
に
難
く
な
い
」
と
す
る
。

（
11
）　
「
毛
伝
」
は
阮
元
校
刻
『
十
三
經
注
疏　

一
』
所
収
の
『
毛
詩
正
義
』
及
び
十
三

經
注
疏
整
理
委
員
会
『
十
三
經
注
疏
整
理
本
四
～
六　

毛
詩
正
義
』
に
よ
る
。

（
12
）　

中
華
書
局
、
一
九
八
一
年
、
二
五
六
頁

（
13
）　

彭
高
琳
責
任
編
輯
『
簡
明
古
漢
語
辞
典
』（
四
川
人
民
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）

（
14
）　

清
原
宣
賢
講
述
、
倉
石
武
四
郎
・
小
川
環
樹
校
訂
『
毛
詩
抄　

詩
経　

一
』（
岩

波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
三
九
頁
～
四
四
頁
）

（
15
）　

清
原
宣
賢
講
述
、
倉
石
武
四
郎
・
小
川
環
樹
校
訂
『
毛
詩
抄　

詩
経　

二
』（
岩

波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
三
一
一
頁
～
三
二
一
頁
）

（
16
）　

清
原
宣
賢
講
述
、小
川
環
樹
・
木
田
章
義
校
訂『
毛
詩
抄　

詩
経　

三
』（
岩
波
書
店
、

一
九
九
六
年
、
三
〇
一
頁
～
三
〇
七
頁
）

�

（
よ
し
だ　

け
ん
い
ち
／
日
本
近
世
文
学
）

（
三
七
）

吉
田
健
一
：
『
春
秋
左
氏
伝
』
の
引
詩
に
よ
る
『
毛
詩
』
注
釈
へ
の
影
響 

　
　 

引
詩
者
に
よ
る
詩
句
の
解
釈
と
毛
伝
と
の
関
連
を
中
心
に 

　
　




