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第
五
章 

六
朝
期
に
お
け
る
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
の
受
容 

―
江
淹
、
庾
信
を
中
心
と
し
て 

   は
じ
め
に 

  
 

阮
籍
（
二
一
〇
～
二
六
三
）
は
、
当
時
に
お
い
て
多
く
の
作
品
を
残
し
た
ひ
と
り
で
あ
る
。
現
存

す
る
彼
の
詩
作
を
網
羅
し
て
い
る
『
阮
籍
集
校
注
』
に
は
五
言
が
八
十
二
首
、
四
言
が
十
三
首
収
め

ら
れ
て
い
る
。「
詠
懐
詩
」
と
い
う
名
の
元
に
ま
と
め
ら
れ
、
後
世
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。 

こ
こ
で
は
、
六
朝
（
南
北
朝
）
期
に
目
を
向
け
て
い
く
。
宋
、
斉
、
梁
の
三
朝
に
仕
え
た
江
淹
（
四

四
四
～
五
〇
五
）
は
、
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
に
倣
っ
た
「
效
阮
公
詩
十
五
首
」
を
作
っ
て
い
る
。「
阮

公
」
と
は
、
阮
籍
の
こ
と
で
あ
る
。
や
や
時
代
が
下
っ
て
、
梁
、
西
魏
、
北
周
の
三
朝
に
仕
え
た
庾

信
（
五
一
三
～
五
八
一
）
も
ま
た
「
擬
詠
懐
詩
二
十
七
首
」
を
作
る
。
短
命
の
王
朝
が
乱
立
す
る
六

朝
期
に
お
い
て
、
阮
籍
の
詩
作
は
し
ば
し
ば
模
擬
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
。 

江
淹
の
も
の
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
当
時
仕
え
て
い
た
君
主
が
謀
反
を
図
っ
て
い
た
劉
宋
末
、
す

な
わ
ち
彼
が
お
お
よ
そ
三
十
才
の
時
の
作
で
あ
る
。
庾
信
の
も
の
は
、
祖
国
が
亡
び
、
北
周
に
留
ま

る
こ
と
と
な
る
そ
の
晩
年
、
お
お
よ
そ
六
十
六
歳
の
時
の
作
で
あ
る
一

。 

江
淹
は
早
く
に
名
を
顕
す
も
二

、
晩
年
に
才
能
が
尽
き
た
と
い
わ
れ
る
。『
詩
品
』
巻
中
に
こ
ん
な

エ
ピ
ソ
ー
ド
が
見
え
る
。「
淹 

宣
城
郡
を
罷
め
、
遂
に
野
寺
に
宿
る
。
一
美
丈
夫
を
夢
む
、
自
ら
郭

璞
と
称
す
。
淹
に
謂
い
て
曰
く
、
吾 

筆
有
り
、
卿
の
処
に
在
る
こ
と
多
年
な
り
、
以
て
還
さ
る
べ

し
、
と
。
淹 

懐
中
を
探
り
、
五
色
の
筆
を
得
て
以
て
之
に
授
く
。
爾
る
後 

詩
を
為
る
も
、
復
た
語

を
成
さ
ず
、
故
に
世
に
江
淹
は
才
尽
く
と
伝
う
三

」
と
あ
る
。
江
淹
が
「
宣
城
郡
を
罷
め
」
た
の
は
、

晩
年
に
あ
た
る
五
十
五
歳
の
こ
ろ
。
夢
に
郭
璞
と
称
す
る
美
男
子
が
現
れ
、
懐
中
に
あ
っ
た
「
五
色

の
筆
」
を
彼
に
返
し
た
と
こ
ろ
、
詩
文
が
作
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
一
方
、
庾
信
に
つ
い
て
杜
甫

は
、「
老
い
て
更
に
成
る
四

」
と
そ
の
晩
年
の
作
を
高
く
評
価
す
る
。
江
淹
の
も
の
に
関
し
て
は
エ
ピ

ソ
ー
ド
と
は
い
え
、
こ
れ
に
拠
る
な
ら
ば
、
文
学
の
生
涯
に
お
い
て
相
反
す
る
評
価
を
持
つ
二
人
と

い
う
こ
と
に
な
る
が
、
阮
籍
詩
へ
の
模
擬
は
ち
ょ
う
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
才
が
華
や
ぐ
時
期
に
試
み
ら
れ

て
い
る
。 

本
章
は
、
六
朝
を
代
表
す
る
詩
人
で
あ
る
江
淹
と
庾
信
の
「
效
阮
公
詩
十
五
首
」
及
び
「
擬
詠
懐

詩
二
十
七
首
」
に
注
視
し
、
模
擬
を
め
ぐ
る
両
者
の
特
質
か
ら
見
出
さ
れ
る
六
朝
期
に
お
け
る
阮
籍

「
詠
懐
詩
」
の
受
容
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
る
も
の
で
あ
る
。 
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  一
、
江
淹
「
效
阮
公
詩
十
五
首
」 

 
 

  

「
效
阮
公
詩
十
五
首
（
以
下
「
效
阮
公
詩
」）
」
を
め
ぐ
っ
て
、
江
淹
が
自
ら
撰
し
た
自
家
集
五

の

序
文
で
あ
る
「
自
序
」
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
見
え
る
。 

  
 

王
鎮
朱
方
に
移
る
に
及
ぶ
や
、
又
た
鎮
軍
参
軍
事
と
為
り
、
東
海
郡
丞
を
領
す
。
是
に
於
い
て

王
と
不
逞
の
徒
、
日
夜
搆
議
し
、
淹 
禍
機
の
将
に
発
せ
ん
こ
と
を
知
る
。
又
た
詩
十
五
首
を

賦
す
。
略
や
性
命
の
理
を
明
ら
か
に
し
、
因
り
て
以
て
諷
と
為
す
。
王
遂
に
悟
ら
ず
。
乃
ち
憑

怒
し
て
之
を
黜
く
。
建
安
呉
興
令
と
為
る
。 

 

当
時
仕
え
て
い
た
劉
景
素
が
朝
廷
に
対
し
謀
反
を
企
て
、
そ
れ
を
察
知
し
た
江
淹
が
彼
を
諌
め
る

た
め
「
詩
十
五
首
」
を
作
っ
た
。
こ
の
た
め
劉
の
怒
り
を
買
い
、
建
安
呉
興
（
福
建
省
）
令
に
左
遷

さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
詩
十
五
首
」
と
は
、
「
效
阮
公
詩
十
五
首
」
を
指
す
と
す
る
の

が
定
説
で
あ
る
。
江
淹
が
呉
興
令
と
な
っ
た
の
は
、
四
七
四
年
の
こ
と
六

。
二
年
後
の
四
七
六
年
に
、

劉
景
素
は
反
乱
に
失
敗
し
、
刑
死
す
る
。
「
自
序
」
に
よ
れ
ば
、
阮
籍
詩
へ
の
模
擬
に
取
り
掛
か
っ

た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
緊
迫
し
た
時
期
に
な
る
。 

試
み
に
「
效
阮
公
詩
」
其
十
を
挙
げ
、
特
徴
を
見
て
み
よ
う
。 

 
 
 

 
 

少
年
學
擊
劍 

 

少
年

し
ょ
う
ね
ん 

撃
剣

げ
き
け
ん

を
学ま

な

び 

從
師
至
幽
州 

 

師し

に
従

し
た
が

い
て
幽
州

ゆ
う
し
ゅ
う

に
至い

た

る 

燕
趙
兵
馬
地 

 

燕
趙

え
ん
ち
ょ
う 

兵
馬

へ

い

ば

の
地ち 

唯
見
古
時
丘 

 

唯た
だ 

古
時

こ

じ

の
丘お

か

を
見み

る 

登
城
望
山
水 

 

城
じ
ょ
う

に
登の

ぼ

り
山
水

さ
ん
す
い

を
望の

ぞ

み 

平
原
獨
悠
悠 

 

平
原

へ
い
げ
ん 

独ひ
と

り
悠
悠

ゆ
う
ゆ
う

た
り 

寒
暑
有
往
來 

 

寒
暑

か
ん
し
ょ 

往
来

お
う
ら
い 

有あ

り 

功
名
安
可
留 
 

功
名

こ
う
み
ょ
う 

安
い
ず
く

ん
ぞ
留と

ど

め
ん
や 

 

冒
頭
二
句
は
、
阮
籍
詩
其
六
一
の
冒
頭
「
少
年 

撃
刺
を
学
び
、
妙
伎 

曲
城
に
過
る
」
を
踏
ま
え

る
。
高
い
と
こ
ろ
に
登
り
、
俯
瞰
し
得
た
広
大
な
空
間
を
「
悠
々
」
と
表
現
す
る
第
五
、
六
句
は
、

阮
籍
詩
其
十
七
の
「
高
き
に
登
り
九
州
を
望
む
、
悠
悠
と
し
て
曠
野
を
分
つ
」
を
下
敷
き
と
す
る
。
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無
窮
な
る
時
間
と
儚
い
名
声
を
対
比
さ
せ
た
最
後
二
句
は
、
阮
籍
詩
其
十
五
に
見
え
る
「
千
秋
万
歲

の
後
、
栄
名 

安
く
に
か
之
く
所
あ
ら
ん
」
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。「
效
阮
公
詩
」
に
お
け
る

江
淹
の
模
擬
は
こ
こ
に
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
阮
籍
詩
全
体
か
ら
モ
チ
ー
フ
を
採
り
、
措
辞
、
構
成
を

踏
襲
し
つ
つ
、
新
た
な
一
篇
と
し
て
再
構
築
し
て
い
る
特
徴
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
。 

『
詩
品
』
で
は
江
淹
に
つ
い
て
、｢

文
通
〔
江
淹
〕
詩
体
総
雑
に
し
て
、
摹
擬
に
善
し
」
と
評
価

す
る
。
実
際
、
残
さ
れ
た
お
お
よ
そ
半
数
の
作
品
が
模
擬
の
作
で
あ
る
七

。
厳
羽
は
『
滄
浪
詩
話
』

に
お
い
て
、「
擬
古
は
唯
れ
江
文
通
最
も
長
け
、
淵
明
に
擬
せ
ば
、
淵
明
に
似
、
康
楽
に
擬
せ
ば
康

楽
に
似
、
左
思
に
擬
せ
ば
左
思
に
似
、
郭
璞
に
擬
せ
ば
、
郭
璞
に
似
た
り
八

」
と
そ
の
模
擬
の
巧
み

さ
を
高
く
評
価
す
る
。
一
方
で
、
張
玉
穀
は
『
古
詩
賞
析
』
に
お
い
て
、「（
江
淹
の
）
效
阮
公
詩
は
、

平
直
な
る
こ
と
多
く
、
味
少
な
し
」
と
批
判
的
に
述
べ
る
。 

肯
定
的
に
評
価
し
た
厳
羽
及
び
否
定
的
に
評
価
し
た
張
玉
穀
、
い
ず
れ
も
原
篇
に
似
て
い
る
か
否

か
、
言
葉
を
換
え
れ
ば
江
淹
の
「
ま
ね
る
」「
似
せ
る
」
技
量
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
。 

し
か
し
、「
效
阮
公
詩
」
に
お
け
る
模
擬
は
、
こ
の
よ
う
な
視
角
か
ら
で
は
捉
え
き
れ
な
い
も
う

一
つ
の
特
質
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。「
幽
州
」
に
来
た
「
少
年
」
は
「
城
に
登
」
る
。
高
い
と
こ
ろ

で
目
に
し
た
の
は
、
時
間
の
蚕
食
を
も
の
と
も
し
な
い
広
大
な
「
平
原
」
で
あ
る
。
儚
い
人
間
の
営

み
を
慨
嘆
し
た
結
び
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。
模
擬
作
で
は
「
曲
城
」
が
「
幽
州
」
に
変
わ
っ
て
お
り
、

ま
た
「
燕
趙
」
と
い
う
新
た
な
地
名
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。「
幽
州
」
と
「
燕
趙
」
は
、
い
ず
れ
も

北
方
の
地
。
劉
景
素
が
鎮
軍
将
軍
・
南
徐
州
刺
史
と
な
っ
た
の
は
四
七
二
年
の
こ
と
。
翌
、
四
七
三

年
に
鎮
北
将
軍
の
号
が
授
け
ら
れ
る
。
江
淹
が
左
遷
さ
れ
る
直
前
、
す
な
わ
ち
「
效
阮
公
詩
」
を
詠

ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
時
期
に
、
劉
景
素
が
つ
い
た
役
職
で
あ
る
。
鎮
北
将
軍
は
、
も
と
は
「
幽
州
」

「
燕
趙
」
を
含
む
北
土
を
守
る
役
職
で
あ
っ
た
。
模
擬
作
に
お
け
る
地
名
は
劉
景
素
を
連
想
さ
せ
る

も
の
と
な
っ
て
い
る
。 

も
ち
ろ
ん
、
模
擬
の
作
は
原
篇
と
全
く
同
じ
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
た
だ
、
模
擬
作
に
詠
み
込
ま

れ
た
両
方
の
地
名
は
、
江
淹
自
身
の
状
況
を
い
く
ば
く
か
投
影
さ
せ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に

感
ず
る
。 

「
效
阮
公
詩
」
十
五
首
は
ほ
と
ん
ど
が
其
十
と
同
じ
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
阮
籍
詩
か
ら
モ
チ
ー
フ

を
と
り
、
一
篇
を
構
成
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
其
一
と
其
三
は
阮
籍
詩
の
あ
る
一
篇
に
対
す
る
模
擬

で
あ
る
。「
效
阮
公
詩
」
に
お
け
る
江
淹
の
模
擬
の
特
質
は
、
こ
の
両
篇
に
お
い
て
よ
り
明
瞭
に
現

れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
其
一
を
挙
げ
よ
う
。 

 
  

歳
暮
懷
感
傷 

 

歳
暮

さ

い

ぼ 

感
傷

か
ん
し
ょ
う

を
懐い

だ

き 

中
夕
弄
清
琴 

 

中
夕

ち
ゅ
う
せ
き 

清
琴

せ
い
き
ん

を

弄
も
て
あ
そ

ぶ 

戻
戻
曙
風
急 

 

戻
戻

れ

い

れ

い

た
る
曙
風

し
ょ
ふ
う 

急
き
ゅ
う

に 
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團
團
明
月
陰 

 

団
団

だ
ん
だ
ん

た
る
明
月

め
い
げ
つ 

陰か
げ

る 

孤
雲
出
北
山 

 

孤
雲

こ

う

ん 

北
山

ほ
く
ざ
ん

よ
り
出い

で 
宿
鳥
驚
東
林 

 

宿

鳥

し
ゅ
く
ち
ょ
う 

東
林

と
う
り
ん

に
驚

お
ど
ろ

く 
誰
謂
人
道
廣 

 

誰た

が
謂い

う
人
道

じ
ん
ど
う 

広ひ
ろ

し
と 

憂
慨
自
相
尋 

 

憂
慨

ゆ
う
が
い 

自
み
ず
か

ら
相あ

い

尋た
ず

ぬ 

寧
知
霜
雪
後 

 
寧

い
ず
く

ん
ぞ
知し

ら
ん
霜
雪

そ
う
せ
つ

の
後あ

と 

獨
見
松
竹
心 

 

独ひ
と

り
松
竹

し
ょ
う
ち
く

の
心

こ
こ
ろ 

見あ
ら

わ
る
を 

 

こ
の
作
品
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
特
定
の
一
首
に
対
す
る
模
擬
で
あ
る
。
今
日
で
は
、
阮
籍
「
詠

懐
詩
」
其
一
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
江
淹
が
模
擬
を
試
み
た
当
時
に
お
い
て
も
、
こ
の
作
品

が
阮
籍
詩
群
の
冒
頭
に
置
か
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
以
下
に
そ
れ
を
掲
げ
る
。 

 

夜
中
不
能
寐 

 

夜
中

や
ち
ゅ
う 

寐い

ぬ
る
能あ

た

わ
ず 

起
坐
彈
鳴
琴 

 

起
坐

き

ざ

し
て 

鳴
琴

め
い
き
ん

を
弾だ

ん

ず 

薄
帷
鑒
明
月 

薄
帷

は

く

い 

明
月

め
い
げ
つ 

鑒て

り 

清
風
吹
我
襟 

 

清
風

せ
い
ふ
う 

我わ

が
襟え

り

を
吹ふ

く 

孤
鴻
號
外
野 

 

孤
鴻

こ

こ

う 

外
野

が

い

や

に
号さ

け

び 

翔
鳥
鳴
北
林 

 

翔
鳥

ひ
ち
ょ
う 

北
林

ほ
く
り
ん

に
鳴な

く 

徘
徊
將
何
見 

 

徘
徊

は
い
か
い

す
る
も 

将は
た 

何な
に

を
か
見み

み
ん 

憂
思
獨
傷
心 

 

憂
思

ゆ

う

し 

独ひ
と

り
心

こ
こ
ろ

を
傷い

た

ま
し
む 

  

両
篇
を
見
比
べ
て
み
る
と
、
寝
付
け
な
い
主
人
公
、
琴
を
弾
く
行
為
、
月
、
風
、
鳥
の
配
置
、
憂

い
の
表
出
。
同
じ
句
の
同
じ
位
置
に
そ
れ
も
ほ
ぼ
同
じ
語
彙
を
用
い
詠
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。

其
十
と
比
べ
、
よ
り
一
層
周
到
に
原
詩
の
世
界
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
（
厳
羽
が
『
滄
浪
詩
話
』
に
お

い
て
高
く
評
価
し
た
の
は
こ
う
し
た
江
淹
の
模
擬
の
力
だ
ろ
う
か
）。 

両
者
の
違
う
と
こ
ろ
は
、
三
、
四
句
に
見
え
る
景
が
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
阮
籍
詩
に
描
か

れ
た
「
風
」
と
「
月
」
は
、
穏
や
か
で
静
謐
で
あ
る
。
そ
の
た
め
か
、
前
後
描
出
さ
れ
た
夜
寝
付
け

な
い
主
人
公
の
様
相
、
暗
闇
に
響
く
鳥
の
声
は
、
ひ
と
き
わ
異
質
の
も
の
と
し
て
浮
か
ん
で
く
る
。

こ
れ
に
対
し
江
淹
詩
で
は
、「
風
」
と
「
月
」
は
「
急
」
、「
陰
」
と
形
容
さ
れ
、
そ
の
穏
や
か
な
ら

ざ
る
様
子
は
、
作
品
全
体
の
雰
囲
気
に
沿
っ
て
い
る
。
い
さ
さ
か
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
破
た
ん
に
よ
っ

て
覚
え
る
阮
籍
詩
の
鮮
や
か
な
印
象
は
、
江
淹
詩
か
ら
は
齎
さ
れ
な
い
（
張
玉
穀
が
『
古
詩
賞
析
』

に
お
い
て
、「
平
直
な
る
こ
と
多
く
、
味
少
な
し
」
と
述
べ
た
の
は
、
あ
る
い
は
こ
う
し
た
違
い
を
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指
す
の
だ
ろ
う
か
）。 

そ
し
て
更
に
気
付
く
こ
と
は
、
江
淹
詩
は
対
象
へ
の
緻
密
な
模
擬
を
試
み
な
が
ら
も
、
そ
れ
だ
け

で
は
完
結
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
原
篇
に
な
い
二
句
が
最
後
に
足
さ
れ
て
い
る
。
「
寧
ん
ぞ
知
ら
ん

霜
雪
の
後
、
独
り
松
竹
の
心
見
わ
る
を
」
と
『
論
語
』
を
踏
ま
え
、
君
子
の
生
き
方
を
称
え
た
も
の

で
あ
る
九

。
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
江
淹
の
模
擬
作
は
二
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
原
篇
へ
の
模
擬
の
部
分
と
、
そ
の
あ
と
に
追
加
し
た
部
分
で
あ
る
。 

鮑
照
（
四
一
二
～
四
六
六
）
も
「
詠
懐
詩
」
其
一
に
模
擬
し
た
作
品
を
残
し
て
い
る
。
「
阮
公
の

夜
中 

寐
ぬ
る
能
わ
ず
に
擬
す
る
」
で
あ
る
。
「
夜
中 

寐
ぬ
る
能
わ
ず
」
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
阮

籍
詩
其
一
の
起
句
で
あ
る
。 

 

漏
分
不
能
臥 

 

漏
分

ろ
う
ふ
ん

〔
夜
半
〕 

臥が

す
る
能あ

た

わ
ず 

酌
酒
亂
繁
憂 

 

酒さ
け

を
酌く

み
繁
憂

は
ん
ゆ
う 

乱み
だ

る 

惠
氣
憑
夜
清    

恵
気

け

い

き 

夜
清

や

せ

い

に
憑よ

り 

素
景
緣
隟
流 

 

素
景

そ

け

い 

隟
流

げ
き
り
ゅ
う

に
縁よ

る 

鳴
鶴
時
一
聞 

 

鳴
鶴

め
い
か
く 

時と
き

に
一ひ

と

た
び
聞き

こ
え 

千
里
絕
無
儔 

 

千
里

せ

ん

り 

絶た

え
て

儔
と
も
が
ら 

無な

し 

佇
立
為
誰
久 

 

佇
立

ち
ょ
り
つ 

誰た

が
為た

め

に
久ひ

さ

し
せ
ん 

寂
寞
空
自
愁 

 

寂
寞

せ
き
ば
く 

空む
な

し
く

自
お
の
ず
か

ら
愁う

れ

う 

 原
篇
で
は
「
琴
」
だ
っ
た
と
こ
ろ
が
、
鮑
照
の
模
擬
作
で
は
「
酒
」
に
変
わ
っ
て
い
る
な
ど
、
モ

チ
ー
フ
、
措
辞
の
み
を
見
る
な
ら
ば
、
江
淹
の
も
の
ほ
ど
忠
実
に
再
現
を
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、

鮑
照
の
模
擬
は
、
原
篇
の
枠
組
み
に
沿
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。 

同
じ
対
象
、
そ
し
て
同
じ
模
擬
と
い
う
行
為
を
通
し
て
生
み
出
さ
れ
た
両
方
の
作
品
で
あ
る
が
、

よ
り
周
到
に
原
篇
へ
の
再
現
を
試
み
て
い
る
江
淹
詩
の
ほ
う
に
、
殊
更
二
句
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と

は
、
一
際
目
を
引
く
も
の
が
あ
り
、
無
意
識
の
所
為
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

右
に
見
た
「
效
阮
公
詩
」
に
お
け
る
特
質
は
、
も
う
一
篇
の
其
三
に
も
現
れ
て
い
る
。 

 

白
露
淹
庭
樹 

 

白
露

は

く

ろ 

庭
樹

て
い
じ
ゅ

を
淹お

お

い 

秋
風
吹
羅
衣 
 

秋
風

し
ゅ
う
ふ
う 

羅
衣

ら

い

を
吹ふ

く 

忠
信
主
不
合 

 

忠
信

ち
ゅ
う
し
ん 

主し
ゅ

と
し
て
合あ

わ
ず 

辭
意
將
訴
誰 

 

辞
意

じ

い 

将ま
さ

に
誰だ

れ

に
か
訴

う
っ
た

え
ん
と
す 

獨
坐
東
軒
下 

 

独ひ
と

り
坐ざ

す 

東
軒

と
う
け
ん

の
下し

た 

雞
鳴
夜
已
晞    

鶏
に
わ
と
り 

鳴な

き
て
夜よ

る 

已す
で

に
晞か

わ

く 
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總
駕
命
賓
僕 

 

駕が

を
総す

べ
賓
僕

ひ
ん
ぼ
く

に
命め

い

じ 

遵
路
起
旋
歸 

 

路み
ち

に
遵

し
た
が

い
起た

ち
て
旋
帰

せ

ん

き

せ
ん 

天
命
誰
能
見 

 

天
命

て
ん
め
い 

誰た
れ

か
能よ

く
見み

ん 
人
蹤
信
可
疑 

 

人
蹤

じ
ん
し
ょ
う 

信
ま
こ
と

に
疑

う
た
が

う
べ
し 

 

つ
ゆ
は
朝
方
、
葉
に
降
り
て
く
る
も
の
。
季
節
は
秋
。
秋
の
夜
明
け
前
後
の
わ
ず
か
な
時
間
が
こ

こ
に
切
り
取
ら
れ
て
い
る
が
、
夜
通
し
寝
付
く
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
主
人
公
の
孤
独
な
姿
が
そ
の

背
後
に
想
像
さ
れ
る
。
暗
闇
の
中
、
悩
み
を
抱
え
た
主
人
公
は
、「
路
に
遵
い
起
ち
て
旋
帰
せ
ん
」

と
あ
た
り
が
明
る
く
な
る
に
つ
れ
、
意
に
そ
ぐ
わ
な
い
現
状
か
ら
腰
を
あ
げ
、
行
動
を
お
こ
そ
う
と

す
る
。
最
後
の
二
句
を
残
し
、
第
八
句
ま
で
は
次
に
挙
げ
る
阮
籍
詩
其
十
四
（『
文
選
』
で
は
其
七
）

の
内
容
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る
。 

  
 

開
秋
兆
涼
氣 

 

開
秋

か
い
し
ゅ
う 

涼
気

り
ょ
う
き

を
兆き

ざ

し 

蟋
蟀
鳴
牀
帷 

 

蟋
蟀

し
っ
し
ゅ
つ 

牀
帷

し
ょ
う
い

に
鳴な

く 

感
物
懷
殷
憂 

 

物も
の

に
感か

ん

じ
て
殷
憂

い
ん
ゆ
う

を
懐い

だ

き 

悄
悄
令
心
悲 

 

悄

悄

し
ょ
う
し
ょ
う

と
し
て
心

こ
こ
ろ

を
し
て
悲か

な

し
ま
し
む 

多
言
焉
所
告 

 

多
言

た

げ

ん 

焉
い
ず
く

ん
ぞ
告つ

ぐ
る
所

と
こ
ろ

あ
ら
ん 

繁
辭
將
訴
誰 

 

繁
辞

は

ん

じ 

将は
た 

誰た
れ

に
か
訴

う
っ
た

え
ん 

微
風
吹
羅
袂 

 

微
風

び

ふ

う 

羅
袂

ら

べ

い

を
吹ふ

き 

明
月
耀
清
暉 

 

明
月

め
い
げ
つ 

清
暉

せ

い

き

を
耀

か
が
や

か
す 

晨
雞
鳴
高
樹 

 

晨
鶏

し
ん
け
い 

高
樹

こ
う
じ
ゅ

に
鳴な

き 

命
駕
起
旋
歸 

 

駕が

を
命め

い

じ
起た

ち
て
旋
帰

せ

ん

き

せ
ん 

 

秋
の
夜
明
け
前
、
憂
い
を
抱
え
、
物
思
い
に
ふ
け
る
主
人
公
。
分
か
ち
合
う
相
手
い
な
い
ゆ
え
生

じ
る
孤
独
感
と
閉
塞
感
。
そ
う
し
た
負
の
感
情
は
、
夜
明
け
と
と
も
に
、
「
起
ち
て
旋
帰
せ
ん
」
と

前
向
き
な
行
動
に
よ
っ
て
払
拭
さ
れ
る
結
び
。
措
辞
、
構
成
に
多
少
の
相
違
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、

江
淹
詩
第
八
句
ま
で
に
描
き
出
さ
れ
た
世
界
は
、
こ
こ
に
挙
げ
た
阮
籍
詩
と
ぴ
た
り
重
な
る
。 

し
か
し
、「
效
阮
公
詩
」
に
お
け
る
模
擬
は
、
こ
こ
で
も
は
や
り
完
結
せ
ず
、
其
一
と
同
じ
よ
う

に
末
尾
に
「
天
命 

誰
か
能
く
見
ん
、
人
蹤 

信
に
疑
う
べ
し
」
と
、
天
命
、
人
事
の
測
り
が
た
き
こ

と
へ
の
感
慨
を
加
え
る
。
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
の
内
容
・
表
現
に
倣
う
趣
向
は
見
て
取
ら
れ
る
も
の
の
、

「
效
阮
公
詩
」
に
お
け
る
江
淹
の
模
擬
は
、
そ
れ
の
み
に
関
心
が
置
か
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、
付
け

足
さ
れ
た
二
句
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
思
う
。 

「
效
阮
公
詩
」
に
お
け
る
模
擬
の
こ
の
よ
う
な
特
質
を
考
え
る
と
き
、
前
掲
「
自
序
」
の
「
略
や
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性
命
の
理
を
明
ら
か
に
し
、
因
り
て
以
て
諷
と
為
す
」
と
い
う
一
文
が
想
起
さ
れ
る
。
不
穏
な
時
代

を
肌
で
感
じ
た
江
淹
が
、
自
ら
の
立
場
、
思
い
を
詠
出
す
る
と
き
、
阮
籍
の
文
学
に
擬
え
る
と
い
う

婉
曲
な
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
た
の
だ
と
十

。 

「
自
序
」
に
お
い
て
、
自
ら
が
歴
し
た
官
職
の
紹
介
が
「
正
員
散
騎
侍
郎
、
中
書
侍
郎
に
遷
る
」

で
終
わ
る
。
彼
が
三
十
六
歳
、
四
七
九
年
こ
ろ
に
就
い
た
役
職
で
あ
る
。
劉
景
素
が
反
乱
に
失
敗
し
、

刑
死
さ
れ
た
あ
と
に
執
筆
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
あ
と
か
ら
語
ら
れ
る
「
效
阮
公
詩
」
の
意
義
を
鵜

呑
み
に
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
り
た
い
が
、
緊
迫
し
た
時
代
に
生
き
、
な
ん
ら
か
の
思
い
、
感
慨

を
抱
え
る
の
は
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
模
擬
作
其
一
で
付
け
足
さ
れ
た
「
寧
ん
ぞ
知
ら
ん
霜
雪

の
後
、
独
り
松
竹
の
心
見
わ
る
を
」
、
其
三
「
天
命 

誰
か
能
く
見
ん
、
人
蹤 

信
に
疑
う
べ
し
」
は

い
ず
れ
も
、
「
自
序
」
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
性
命
の
理
」
に
関
連
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
「
自

序
」
で
述
べ
た
こ
と
は
、
作
品
そ
の
も
の
の
構
成
、
ま
た
は
内
容
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
效
阮
公
詩
」
に
お
け
る
模
擬
は
、
対
象
の
再
現
を
越
え
て
、
江
淹
自
身
の
思
い
、
感
慨
を
表
出
す

る
場
と
し
て
の
側
面
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。 

  

二
、
庾
信
「
擬
詠
懐
詩
二
十
七
首
」 

  

庾
信
の
人
生
は
北
遷
を
境
に
、
二
分
さ
れ
る
。
前
半
は
南
朝
お
抱
え
の
文
人
と
し
て
、
き
ら
び
や

か
で
艶
め
か
し
い
作
品
を
多
く
残
し
て
い
る
。
後
半
は
北
周
に
留
め
ら
れ
、
南
朝
以
上
の
地
位
に
着

く
も
、
自
ら
の
生
き
方
に
つ
い
て
思
索
す
る
日
々
が
続
い
た
。
や
が
て
祖
国
で
あ
る
梁
が
滅
び
、
つ

い
に
は
南
帰
す
る
こ
と
が
叶
わ
な
か
っ
た
。
五
八
一
年
、
庾
信
が
亡
く
な
る
直
前
、
北
周
も
ま
た
隋

に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
。 

「
老
い
て
更
に
成
る
」
と
称
え
ら
れ
た
晩
年
の
作
に
、
「
哀
江
南
賦
」
が
あ
る
。
彼
の
代
表
作
で

あ
る
。
か
つ
て
仕
え
て
い
た
江
南
を
回
顧
し
、
滅
び
た
こ
と
に
対
す
る
嘆
き
が
つ
づ
ら
れ
て
い
る
十
一

。

そ
し
て
、
も
う
一
つ
の
大
作
が
、
こ
こ
に
取
り
上
げ
る
「
擬
詠
懐
詩
二
十
七
首
（
以
下
「
擬
詠
懐
詩
」
）」

で
あ
る
。
詠
出
さ
れ
た
思
い
は
「
哀
江
南
賦
」
と
共
通
す
る 

。
そ
の
第
一
首
を
挙
げ
よ
う
。 

 

步
兵
未
飲
酒 
 

步
兵

ほ

へ

い 

未い
ま

だ
飲
酒

い
ん
し
ゅ

せ
ず
〔
阮
籍
〕 

中
散
未
彈
琴 

 

中
散

ち
ゅ
う
さ
ん 

未い
ま

だ
弾
琴

だ
ん
き
ん

せ
ず
〔
嵆
康
〕 

索
索
無
眞
氣 

 

索
索

さ
く
さ
く

と
し
て
真し

ん

な
る
気き 

無な

し 

昏
昏
有
俗
心 

 

昏
昏

こ
ん
こ
ん

と
し
て
俗ぞ

く

な
る
心

こ
こ
ろ 

有あ

り 

涸
鮒
常
思
水 

 

涸
鮒
は
常つ

ね

に
水み

ず

を
思お

も

い 
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驚
飛
每
失
林 

 

驚
飛

け

い

ひ

は
毎つ

ね

に
林

は
や
し

を
失

う
し
な

う 

風
雲
能
變
色 

 

風
雲

ふ
う
う
ん 

能よ

く
色い

ろ

を
変か

え 
松
竹
且
悲
吟 

 

松
竹

し
ょ
う
ち
く 

且か

つ
悲
吟

ひ

ぎ

ん

す 
由
來
不
得
意 

 

由
来

ゆ

ら

い 

意い

を
得え

ず 

何
必
往
長
岑 

 

何な
ん

ぞ
必か

な

ず
し
も
長
岑

ち
ょ
う
ぎ
ん

に
往ゆ

か
ん
や
〔
崔
駰
〕 

 

阮
籍
と
嵆
康
の
生
き
方
は
、
し
ば
し
ば
酒
と
琴
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
そ
の

い
ず
れ
も
、
し
て
い
な
い
と
詠
む
。「
涸
鮒
」
は
『
荘
子
』、「
驚
飛
」
は
『
戦
国
策
』
に
見
え
る
物

語
を
踏
ま
え
る
十
二

。
生
き
物
は
自
分
が
属
す
る
環
境
に
い
て
は
じ
め
て
安
心
す
る
と
い
う
摂
理
を
述

べ
る
。
最
後
は
、『
後
漢
書
』
に
見
え
る
崔
駰
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
引
く
十
三

。
長
岑
を
遠
い
か
ら
と
い

っ
て
職
を
去
り
、
彼
は
故
郷
に
帰
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
に
比
べ
、
わ
た
し
は
年
老
い
て
な
お
、
異
郷

に
留
ま
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。
時
代
の
荒
波
に
逆
ら
え
ず
、
流
れ
つ
い
た
先
で
の
生
活
に
甘
ん
じ
生
き

る
無
念
さ
が
、
阮
籍
、
嵆
康
、
崔
駰
の
描
き
方
を
と
お
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。 

連
作
第
一
首
の
そ
れ
も
冒
頭
に
、
阮
籍
（「
歩
兵
」
）
の
名
が
見
え
る
。「
詠
懐
」
と
名
付
け
ら
れ

た
作
品
は
、
阮
籍
以
降
多
く
作
ら
れ
る
が
、
庾
信
が
意
識
し
た
の
は
、
他
で
は
な
く
阮
籍
の
そ
れ
で

あ
る
こ
と
を
暗
に
ほ
の
め
か
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
作
品
そ
の
も
の
は
、
語
彙
、
モ
チ
ー

フ
、
構
成
の
い
ず
れ
を
と
っ
て
み
て
も
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
を
喚
起
す
る
要
素
は
見
当
た
ら
な
い
。 

も
う
一
首
「
擬
詠
懐
詩
」
其
二
十
四
を
挙
げ
よ
う
。
こ
こ
に
見
え
る
「
東
陵
侯
」
は
、
阮
籍
の
作

品
に
よ
く
登
場
す
る
人
物
で
あ
り
、
い
さ
さ
か
阮
籍
詩
を
連
想
さ
せ
る
。 

  
 

無
悶
無
不
悶 

 

悶も
だ

え
無な

く
も 

悶も
だ

え
ざ
る
無な

し 

有
待
何
可
待 

 

待ま

つ
有あ

る
も
何な

ん

ぞ
待ま

つ
べ
け
ん
や 

昏
昏
如
坐
霧 

 

昏
昏

こ
ん
こ
ん

と
し
て
霧き

り

に
座ざ

す
が
如ご

と

く 

漫
漫
疑
行
海 

 

漫
漫

ま
ん
ま
ん

と
し
て
海う

み

を
行い

く
か
と
疑

う
た
が

う 

千
年
水
未
清 

 

千
年

せ
ん
ね
ん 

水み
ず 

未い
ま

だ
清す

ま
ず 

一
代
人
先
改 

 

一
代

い
ち
だ
い 

人ひ
と 

先さ
き

に
改

あ
ら
た

む 

昔
日
東
陵
侯 

 

昔
日

せ
き
じ
つ

の
東
陵
侯

と
う
り
ょ
う
こ
う 

唯
有
瓜
園
在 

 

唯た
だ 

瓜
園

か

え

ん 

在あ

る
有あ

る
の
み 

 

感
情
は
色
褪
せ
、
生
き
が
い
を
見
失
い
、
何
も
見
出
せ
な
い
時
間
、
空
間
を
さ
ま
よ
う
様
子
が
詠

わ
れ
る
。「
東
陵
侯
」
と
は
、
召
平
の
こ
と
。
秦
の
時
、
東
陵
侯
と
い
う
貴
い
身
分
で
あ
っ
た
が
、

秦
が
敗
れ
る
と
庶
民
と
な
り
瓜
を
植
え
た
。
そ
の
瓜
は
素
晴
ら
し
く
、「
東
陵
瓜
」
と
呼
ば
れ
た
十
四

。

『
史
記
』
に
見
え
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
踏
ま
え
、
し
か
し
今
と
な
っ
て
は
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「
東
陵
侯
」
は
亡
く
な
り
、
空
し
く
そ
の
「
瓜
園
」
が
残
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
、
と
結
ぶ
。
人

間
の
儚
さ
が
印
象
付
け
ら
れ
る
。 

阮
籍
詩
を
挙
げ
よ
う
。 

  
 

昔
聞
東
陵
瓜 

 

昔
む
か
し 

聞き

け
り
東
陵

と
う
り
ょ
う

の
瓜う

り 

近
在
青
門
外    
近ち

か

く
青
門

せ
い
も
ん

の
外そ

と

に
在あ

り 

連
畛
距
阡
陌 

 

畛あ
ぜ

に
連つ

ら

な
り
阡
陌

せ
ん
ぱ
く

に
距い

た

り 

子
母
相
鈎
帶 

 

子
母

し

ぼ 
相あ

い 
鈎
帯

こ
う
た
い

す 

五
色
曜
朝
日 

 

五
色

ご
し
ょ
く 

朝
日

あ

さ

ひ

に
曜

か
が
や

き 

嘉
賓
四
面
會 

 

嘉
賓

か

ひ

ん 

四
面

し

め

ん

よ
り
会か

い

す
と 

膏
火
自
煎
熬 

 

膏
火

こ

う

か 

自
み
ず
か

ら
煎
熬

せ
ん
ご
う

し 

多
財
爲
患
害 

 

多
財

た

ざ

い 

患
害

か
ん
が
い

と
為な

る 

布
衣
可
終
身 

 

布
衣

ふ

い

も
て
身み

を
終お

う
べ
し 

寵
祿
豈
足
賴 

 

寵
禄

ち
ょ
う
ろ
く 

豈あ
に 

頼た
の

む
に
足た

ら
ん
や 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

（
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
其
六
、
『
文
選
』
で
は
其
九
） 

 

冒
頭
六
句
は
、
東
陵
侯
逸
話
を
踏
ま
え
る
。
続
く
四
句
に
お
い
て
、「
多
財
」
を
「
患
害
」
と
み

な
し
、
慎
ま
し
く
生
き
る
「
布
衣
」
に
こ
こ
ろ
を
傾
け
る
。
瓜
畑
を
耕
し
生
業
と
し
た
「
東
陵
侯
」

は
、
理
想
的
に
生
き
た
人
物
と
し
て
詠
わ
れ
て
い
る
。 

 

阮
籍
詩
其
六
十
六
に
お
い
て
も
、「
瓜
を
持
し
て
東
陵
を
思
い
、
黄
雀 

誠
に
独
り
羞
づ
」、
と
「
東

陵
（
侯
）」
と
「
瓜
」
を
引
き
合
い
に
、
理
想
な
生
き
方
を
思
索
す
る
。
ま
た
、
阮
籍
の
「
大
人
先

生
伝
」
と
い
う
伝
記
形
式
の
作
品
に
お
い
て
も
、「
召
平 

東
陵
に
封
ぜ
ら
る
も
、
一
旦 

布
衣
と
為

る
。
枝
葉 

根
柢
に
托
し
、
死
生 

盛
衰
と
同
じ
く
す
。
志
を
得
ば
命
に
従
い
て
升
り
、
勢
を
失
え
ば

時
と
与
に
隤
る
十
五

」
と
見
え
る
。
阮
籍
筆
下
の
「
東
陵
侯
」
は
決
ま
っ
て
、
高
官
高
位
を
否
定
す
る

要
素
の
一
つ
と
し
て
現
れ
る
。 

同
じ
モ
チ
ー
フ
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
際
立
つ
両
者
の
乖
離
は
、「
擬
詠
懐
詩
」
の
特
異
性
を

示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
庾
信
詩
は
結
果
と
し
て
阮
籍
詩
に
似
て
い
な
い
の
で
は
な
く
、「
擬

詠
懐
詩
」
に
お
け
る
「
擬
」
は
、
原
篇
の
再
現
、
す
な
わ
ち
語
彙
、
モ
チ
ー
フ
、
構
成
を
意
識
的
に

ま
ね
る
こ
と
を
た
だ
ち
に
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

宣
帝
大
象
元
年
、
五
七
九
年
に
庾
信
は
職
を
辞
す
る
。
こ
の
と
き
、
二
十
巻
の
家
集
を
編
纂
し
て

い
る
十
六

。「
擬
詠
懐
詩
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、
作
品
集
が
編
纂
さ
れ
る
と
き
、
す
な
わ
ち
庾
信
の

生
前
、
す
で
に
付
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
十
七

。
し
か
し
、「
詠
懐
詩
」
に
「
擬
」
う
と
題
し

て
い
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
同
じ
よ
う
に
阮
籍
詩
を
模
擬
の
対
象
と
し
た
鮑
照
詩
と
は
も
と
よ
り
、
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江
淹
詩
と
も
趣
向
が
異
な
っ
て
い
る
。
少
し
乱
暴
に
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
前
者
（
鮑
照
、
江
淹
）
の

模
擬
は
阮
籍
の
作
品
に
似
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
（
庾
信
）
の
は
似
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ

で
も
、「
擬
詠
懐
詩
」
と
名
付
け
た
の
は
、
そ
れ
だ
け
阮
籍
の
文
学
が
庾
信
の
こ
こ
ろ
に
訴
え
る
も

の
が
あ
っ
た
た
め
だ
と
想
像
さ
れ
る
十
八

。 

「
擬
詠
懐
詩
」
の
特
徴
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
典
故
の
多
さ
が
そ
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
人

物
に
関
す
る
も
の
に
突
出
し
て
い
る
。
自
ら
の
人
生
に
つ
い
て
直
接
言
及
す
る
の
で
は
な
く
、
過
去

の
名
士
、
賢
人
の
出
処
進
退
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
と
重
ね
あ
わ
せ
な
が
ら
、
あ
る
い
は
対
比
さ
せ

な
が
ら
詠
み
あ
げ
て
い
る
十
九

。
一
覧
に
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。 

 

①
阮
籍
、
嵆
康
、
崔
駰 

②
傅
悅
、
呂
尚
、
伊
尹
湯
王
、
蘇
秦 

  

③
孔
子
、
鄧
宇
、
班
超
、
荊
軻
、
李
夫
人
、
晉
太
子
圍 

  

④
鄭
子
產
、
陳
公
子
完
、
黎
侯
、
公
子
重
耳
、
孔
子
、
張
良 

  

⑤
吳
起
、
韓
非
、
楊
僕 

 

⑥
豫
讓
、
季
布
、
劉
嬰
、
司
馬
相
如 

 

⑦
精
衛 

 

⑧
黥
布
、
光
武
帝
、
韓
信
、
虞
詡
、
項
羽
、
衛
青 

 

⑨
な
し 

 

⑩
李
陵
、
荊
軻
、
蘇
武 

 

⑪
二
妃
、
杞
殖
妻
、
項
羽
、
師
曠
、
張
翰 

 

⑫
屈
原 

 

⑬
張
良 

 

⑭
季
孫
、
周
王 

 

⑮
蘇
秦
、
張
儀 

 

⑯
阮
籍
、
齊
威
公 

 

⑰
傅
介
子
、
楊
僕 

 

⑱
李
廣
、
莊
子 

 

⑲
張
儀
、
管
仲 

 

⑳
鄭
崇
、
周
亞
夫
、
霍
去
病 

 

㉑
伯
夷
、
叔
齊
、
宋
玉
、
殷
仲
文 

 

㉒
周
勃
、
王
吉
、
牧
子 

 

㉓
黃
帝
、
舜
、
二
妃
、
曹
操
、
婕
妤 

 

㉔
東
陵
侯 
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㉕
（
桃
花
源
）、
劉
尚 

 
㉖
蘇
武
、
荊
軻
、
項
羽 

 

㉗
項
羽
、
苻
堅
、
袁
尚
、
楊
璇
、
臨
江
王
榮 

（
○数
は
『
庾
子
山
集
注
』
に
基
づ
く
） 

 

よ
く
詠
わ
れ
る
人
物
の
一
人
が
項
羽
で
あ
る
（
⑧
⑪
㉖
㉗
）。
周
知
の
と
お
り
、
劉
邦
と
天
下
を

争
っ
た
豪
傑
で
あ
る
。
最
後
は
劉
邦
に
追
い
詰
め
ら
れ
、
自
害
す
る
。
項
羽
の
死
は
、
楚
と
い
う
国

の
滅
亡
を
意
味
す
る
。
戦
い
に
勝
っ
た
劉
邦
は
、
そ
の
後
四
百
年
続
く
漢
王
朝
を
開
く
。
史
書
で
は
、

項
羽
の
粗
暴
で
傲
慢
な
一
面
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
民
心
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
滅
亡
の
必

然
性
を
見
て
い
る
二
十

。
し
か
し
庾
信
詩
で
は
、「
長
坂
に
初
め
垂
翼
し
、
鴻
溝
に
遂
に
倒
戈
す
。
的

顱 

此
に
於
い
て
去
り
、
虞
よ
奈
何
せ
ん
（
⑧
）
」、
あ
る
い
は
「
天 

亡
ぼ
し
憤
戦
に
遭
い
、
日 

蹙

り
て
愁
兵
に
值
う
（
中
略
）
楚
歌 

恨
曲
に
饒
く
、
南
風 

死
声
多
し
（
⑪
）」
と
い
う
よ
う
に
、
項

羽
の
没
落
、
楚
の
滅
亡
を
突
き
放
し
て
い
な
い
。
天
時
を
味
方
に
で
き
な
か
っ
た
悲
運
の
人
物
と
し

て
、
む
し
ろ
気
持
ち
を
寄
り
添
わ
せ
て
い
る
。 

遠
地
に
遣
わ
さ
れ
た
蘇
武
、
李
陵
、
荊
軻
（
③
⑩
㉖
）
、
遊
説
の
士
と
し
て
活
躍
し
た
蘇
秦
、
張

儀
（
②
⑤
⑲
㉖
）
の
生
き
方
も
、
作
品
の
中
に
お
い
て
し
ば
し
ば
ふ
り
返
ら
れ
て
い
る
。
故
郷
を
離

れ
異
国
に
赴
き
、
ひ
い
て
は
そ
こ
に
骨
を
埋
め
る
こ
と
と
な
っ
た
人
物
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
こ
と

が
見
て
取
れ
る
。 

祖
国
で
あ
る
梁
が
不
条
理
に
も
滅
び
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
激
動
の
時
代
に
翻
弄
さ
れ
生
き

る
こ
と
の
意
義
を
、
歴
史
上
の
人
物
を
引
き
合
い
に
、
繰
り
返
し
こ
こ
に
問
い
続
け
て
い
る
の
で
あ

る
。
庾
信
の
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
に
対
す
る
模
擬
も
ま
た
、
乱
世
と
い
う
時
代
に
囚
わ
れ
た
一
人
の
文

人
の
嘆
き
を
吐
露
す
る
場
に
他
な
ら
な
い
。 

  お
わ
り
に 

  

模
擬
と
は
、
ま
ね
る
こ
と
で
あ
る
。「
ま
ね
る
」
と
は
ひ
と
言
で
い
っ
て
も
、
そ
の
あ
り
方
は
必

ず
し
も
一
様
で
は
な
い
。
梅
家
玲
氏
は
、「
漢
魏
以
来
の
擬
代
の
作
は
、「
純
擬
作
」
「
純
代
言
」
あ

る
い
は
「
擬
作
、
代
言
の
両
方
を
兼
ね
る
も
の
」、
ま
さ
に
こ
の
三
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
の
三

種
類
が
基
本
と
な
り
、
互
い
影
響
し
あ
い
な
が
ら
い
さ
さ
か
の
変
化
を
見
せ
る
」
と
述
べ
る
二
十
一

。 

『
文
選
』
に
「
雑
擬
」
と
い
う
部
立
て
が
あ
る
。
こ
こ
に
収
め
ら
れ
て
い
る
作
品
か
ら
で
も
こ
の

こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
謝
霊
運
「
魏
の
太
子
の
鄴
中
集
の
詩
に
擬
う
八
首
」
及
び
江
淹
「
雑
体
三
十
首
」
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の
序
文
を
見
て
み
よ
う
。 

「
魏
の
太
子
の
鄴
中
集
の
詩
に
擬
う
八
首
」
の
序
文
に
「
建
安
の
末
、
余 

時
に
鄴
宮
に
在
り
、

朝
に
遊
び
夕
に
讌
し
、
歓
愉
の
極
を
究
む
。
天
下
の
良
辰
、
美
景
、
賞
心
、
楽
事
、
四
者 

并
せ
難

し
。
今 

昆
弟
友
朋
、
二
三
の
諸
彦
、
共
に
之
を
尽
く
。
（
中
略
）
歲
月 

流
る
る
が
如
く
、
零
落
し

て
将
に
尽
き
ん
と
す
。
文
を
撰
し
人
を
懐
う
、
往
に
感
じ
て
愴 

増
す
」
と
見
え
る
。
鄴
中
の
頃
、

歓
楽
を
尽
く
し
、
心
の
ゆ
く
ま
ま
に
過
ご
し
た
日
々
を
懐
か
し
み
、
と
も
に
い
た
人
の
多
く
が
世
を

去
り
、
懐
旧
の
情
に
動
か
さ
れ
て
、
作
品
を
綴
る
こ
と
に
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
序
文
は
、

建
安
末
、
文
壇
の
中
心
で
あ
る
曹
丕
（
魏
の
太
子
）
の
口
調
並
び
に
彼
が
身
を
置
い
た
と
思
わ
れ
る

環
境
に
仮
託
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
梅
氏
の
い
う
と
こ
ろ
の
「（
純
）
代
言
」
と
分
類
に
さ

れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
八
首
の
作
品
も
、
そ
れ
ぞ
れ
曹
丕
、
王
粲
、
陳
琳
、
徐
幹
、
劉
楨
、
應
瑒
、

阮
瑀
、
曹
植
に
成
り
代
わ
っ
て
詠
ま
れ
て
い
る
。「
魏
の
太
子
の
鄴
中
集
の
詩
に
擬
う
八
首
」
に
お

け
る
お
お
よ
そ
「
擬
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

「
雑
体
三
十
首
」
の
序
文
で
は
、
五
言
詩
の
制
作
が
盛
ん
に
な
り
、
作
品
が
多
く
生
み
出
さ
れ
た

こ
と
に
言
及
し
た
上
で
、「
今 

三
十
首
の
詩
を
作
り
、
其
の
文
体
に
斆
う
。
淵
流
を
品
藻
す
る
に
足

ら
ず
と
雖
も
、
亦
た
商
㩁

し
ょ
う
か
く

に
乖そ

む

く
こ
と
無
き
に
庶ち

か

か
ら
ん
か
」
と
述
べ
る
。「
效
阮
公
詩
十
五
首
」

と
同
じ
江
淹
の
手
に
よ
る
模
擬
で
あ
る
。
序
文
に
従
え
ば
、
こ
こ
で
は
蓄
積
さ
れ
た
五
言
詩
を
テ
ー

マ
ご
と
に
整
理
し
、
そ
の
テ
ー
マ
（
文
体
）
の
再
現
を
「
斆
（
擬
）」
と
呼
ん
で
い
る
二
十
二

。
梅
氏

の
い
う
と
こ
ろ
の
「（
純
）
擬
作
」
に
な
ろ
う
。 

「
（
純
）
代
言
」
す
な
わ
ち
作
者
に
対
す
る
模
擬
、「
（
純
）
擬
作
」
す
な
わ
ち
作
品
内
容
に
対
す

る
模
擬
、
あ
る
い
は
こ
の
両
方
の
性
格
を
帯
び
る
も
の
、
こ
の
三
つ
は
い
ず
れ
も
対
象
に
合
わ
せ
て

の
創
作
で
あ
る
点
に
お
い
て
共
通
す
る
。
「
效
阮
公
詩
」「
擬
詠
懐
詩
」
に
お
け
る
「
效
」「
擬
」
は

こ
う
し
た
模
擬
の
あ
り
方
か
ら
は
隔
た
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。 

魏
か
ら
晋
へ
政
権
交
代
が
巧
妙
に
推
し
進
め
ら
れ
る
中
、
余
儀
な
く
時
代
の
流
れ
に
巻
き
込
ま
れ

て
い
っ
た
文
人
と
し
て
、
ま
ず
阮
籍
が
挙
げ
ら
れ
る
。
乱
世
と
向
き
合
い
、
そ
の
感
慨
、
慨
嘆
を
詠

出
し
た
の
が
「
詠
懐
詩
」
で
あ
る
と
後
世
に
お
い
て
受
け
止
め
ら
れ
て
き
た
。
阮
籍
詩
に
対
す
る
江

淹
、
庾
信
が
模
擬
に
お
い
て
受
容
し
た
の
は
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
阮
籍
文
学
の
あ
り
方
で
あ
る
。 

庾
信
は
、
祖
国
の
滅
亡
に
遭
い
、
晩
年
、
異
郷
の
北
周
で
過
ご
す
他
な
か
っ
た
。
歴
史
に
翻
弄
さ

れ
、
思
い
通
り
に
生
き
ら
れ
な
か
っ
た
自
ら
の
人
生
、
ま
た
祖
国
の
運
命
を
ふ
り
返
っ
た
作
品
群
に

「
擬
詠
懐
詩
」
と
名
付
け
た
。
江
淹
の
「
效
阮
公
詩
」
も
ま
た
、
仕
え
て
い
た
君
主
が
謀
反
を
計
画

し
て
い
た
最
中
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
主
君
に
向
け
た
戒
め
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
と
と
も
に
、
緊
迫

し
た
時
代
に
お
け
る
一
人
の
表
現
者
と
し
て
の
感
慨
、
慨
嘆
を
詠
出
し
た
作
品
と
な
っ
て
い
る
。 

と
も
に
阮
籍
詩
を
模
擬
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
、
完
成
さ
れ
た
模
擬
作
は
い
わ
ゆ
る
模
擬
の
規

範
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
作
者
自
身
の
境
遇
・
胸
懐
を
写
し
て
い
る
点
に
お
い
て
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特
徴
が
重
な
る
。
阮
籍
の
文
学
が
激
動
の
時
代
に
生
き
る
苦
悩
を
表
現
す
る
場
と
し
て
展
開
し
て
い

っ
た
こ
と
が
両
方
の
模
擬
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。 

江
淹
、
庾
信
が
模
擬
を
通
し
て
受
容
し
た
の
は
、
阮
籍
詩
が
生
み
出
さ
れ
る
そ
の
時
、
そ
の
場
、

す
な
わ
ち
阮
籍
の
文
学
営
為
そ
の
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。 

                                           

          

 

一 

興
膳
宏
氏
『
庾
信
』（
集
英
社
、
一
九
八
三
年
）
の
巻
末
に
付
さ
れ
た
庾
信
の
年
譜
で
は
、
五
七
八
年

（
庾
信
が
六
十
六
歳
）
の
作
と
し
て
い
る
。 

二 

『
南
史
』
江
淹
傳
に
「
淹
少
孤
貧
、
常
慕
司
馬
長
卿
、 

梁
伯
鸞
之
為
人
、
不
事
章
句
之
學
、
留
情
於

文
章
。
早
為
高
平
檀
超
所
知
、
常
升
以
上
席
、
甚
加
禮
焉
」
と
あ
る
。 

三 

（
原
文
）
『
詩
品
』
巻
中
「
文
通
詩
體
總
雜
。
善
於
摹
擬
。
筋
力
於
王
微
。
成
就
於
謝
朓
。
初
。
淹
罷

宣
城
郡
。
遂
宿
野
寺
。
夢
一
美
丈
夫
。
自
稱
郭
璞
。
謂
淹
曰
。
吾
有
筆
。
在
卿
處
多
年
矣
。
可
以
見
還
。

淹
探
懷
中
。
得
五
色
筆
。
以
授
之
。
爾
後
為
詩
。
不
復
成
語
。
故
世
傳
江
淹
才
盡
」。 

四 

杜
甫
「
戯
れ
に
六
絶
句
を
為
る
」（『
杜
詩
詳
注
』）「
庾
信
文
章
老
更
成
、
凌
雲
健
筆
意
縱
橫
。
今
人
嗤

點
流
傳
賦
、
不
覺
前
賢
畏
後
生
」
と
あ
る
。 

五 

文
集
の
編
纂
に
つ
い
て
、
『
梁
書
』
江
淹
伝
に
「
凡
所
著
述
百
余
篇
、
自
撰
為
前
後
集
」
江
淹
「
自
序
」

（『
江
文
通
集
彙
注
』
巻
十
）
に
「
自
少
及
長
、
未
嘗
著
書
、
惟
集
十
卷
、
謂
如
此
足
矣
」
と
あ
る
。
江

淹
の
作
品
の
引
用
は
以
降
、
明
・
胡
之
驥
註
『
江
文
通
集
彙
注
』
に
拠
る
。 

六

「
被
黜
為
吳
興
令
辞
牋
詣
建
平
王
」
（
『
江
文
通
集
彙
注
』
巻
九
）
に
「
竊
恩
伏
皁
九
載
、
齒
錄
八
年
、

以
春
以
秋
、
且
思
且
顧
、
竟
不
能
抑
黑
質
」
と
見
え
る
。
建
平
王
に
出
仕
し
た
の
は
泰
始
二
年
（
四
六
六
）

の
こ
と
。
本
文
に
見
え
る
「
九
載
」
に
従
え
ば
、
左
遷
さ
れ
た
の
は
、
四
七
四
年
に
な
る
。
こ
の
た
び
の

左
遷
に
対
し
、
史
書
に
も
う
一
つ
の
原
因
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
江
淹
が
自
身
を
司
馬
に
登
用
す
る
よ
う

し
つ
こ
く
上
表
し
た
た
め
だ
と
い
う
。 

七

『
江
文
通
集
彙
註
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
楽
府
の
作
品
を
除
く
、
詩
及
び
拾
遺
は
全
一
〇
二
首
あ
る
。

タ
イ
ト
ル
及
び
自
注
に
模
擬
の
作
と
見
え
る
も
の
は
お
お
よ
そ
半
分
の
四
十
六
首
で
あ
る
。
「
效
阮
公

詩
」
十
五
首
、
「
雑
体
詩
」
三
十
首
、
「
学
魏
文
帝
」
一
首
で
あ
る
。 

八 

（
原
文
）
『
滄
浪
詩
話
』
詩
評
「
擬
古
惟
江
文
通
最
長
、
擬
淵
明
似
淵
明
、
擬
康
樂
似
康
樂
、
擬
左
思

似
左
思
、
擬
郭
璞
似
郭
璞
、
獨
擬
李
都
尉
一
首
、
不
似
西
漢
耳
。
」 

九 

『
論
語
』
子
罕
篇
「
子
曰
、
歲
寒
、
然
後
知
松
柏
之
後
彫
也
。
」
正
義
に
「
此
章
喻
君
子
也
。
大
寒
之

歲
、
衆
木
皆
死
、
然
後
知
松
栢
小
彫
傷
若
平
歲
。
則
衆
木
亦
有
不
死
者
、
故
須
歲
寒
而
後
別
之
」
と
、
寒

さ
で
樹
木
が
凋
落
し
て
の
ち
、
顕
れ
る
松
柏
の
生
命
力
に
、
君
子
の
あ
り
方
を
擬
え
て
い
る
。 

十 

江
淹
に
と
っ
て
文
学
を
作
る
こ
と
は
、
主
君
に
自
ら
の
思
い
を
伝
え
る
仲
立
ち
の
よ
う
な
役
割
を
演

じ
て
き
た
。
「
建
平
王
に
詣
り
て
上
書
す
」（
『
江
文
通
集
彙
注
』
巻
九
、
『
文
選
』
巻
三
十
九
）
が
そ
れ

の
代
表
で
あ
る
。
建
平
王
と
は
、
劉
景
素
の
こ
と
。
こ
こ
で
は
、
罪
の
疑
い
を
か
け
ら
れ
、
囚
わ
れ
た
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が
、
右
の
文
章
を
読
ん
だ
劉
景
素
が
ひ
ど
く
感
心
し
、
即
日
釈
放
さ
れ
た
と
い
う
。
の
ち
同
じ
劉
景
素

に
向
け
作
成
さ
れ
た
「
效
阮
公
詩
」
も
こ
う
し
た
役
割
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

十
一 

「
哀
江
南
賦
」
の
序
文
に
「
大
盜
移
國
、
金
陵
瓦
解
。
余
乃
竄
身
荒
谷
、
公
私
塗
炭
、
華
陽
奔
命
、

有
去
無
歸
」
と
あ
る
。 

十
二 

『
荘
子
』
外
物
篇
「
周
昨
來
、
有
中
道
而
呼
者
。
周
顧
視
車
轍
中
、
有
鮒
魚
焉
。
周
問
之
曰
、
鮒
魚

來
、
子
何
為
者
邪
。
對
曰
、
我
、
東
海
之
波
臣
也
。
君
豈
有
斗
升
之
水
而
活
我
哉
。
周
曰
、
諾
。
我
且
南

遊
吳
、
越
之
王
、
激
西
江
之
水
而
迎
子
、
可
乎
。
鮒
魚
忿
然
作
色
曰
、
吾
失
我
常
與
、
我
無
所
處
。
吾
得

斗
升
之
水
然
活
耳
、
君
乃
言
此
、
曾
不
如
早
索
我
於
枯
魚
之
肆
。
」『
戦
国
策
』「
其
飛
徐
而
鳴
悲
。
飛
徐

者
、
故
瘡
痛
也
。
鳴
悲
者
、
久
失
群
也
、
故
瘡
未
息
、
而
驚
心
未
至
也
。
聞
弦
音
、
引
而
高
飛
、
故
瘡

隕
也
其
。
」 

十
三 

『
後
漢
書
』
崔
駰
列
伝
「
憲
擅
權
驕
恣
、
駰
數
諫
之
。
（
中
略
）
憲
不
能
容
、
稍
疎
之
、
因
察
駰
高

第
、
出
爲
長
岑
長
。
駰
自
以
遠
去
、
不
得
意
、 

遂
不
之
官
而
歸
。
」 

十
四 

『
史
記
』
蕭
相
國
世
家
「
秦
破
、
為
布
衣
、
貧
、
種
瓜
於
長
安
城
東
、
瓜
美
、
故
世
俗
謂
之
東
陵
瓜
、

從
召
平
以
爲
名
也
。
」 

十
五 

（
原
文
）
「
召
平
封
東
陵
。
一
旦
為
布
衣
。
枝
葉
托
根
柢
。
死
生
同
盛
衰
。
得
志
從
命
升
。
失
勢
與

時
隤
」
（『
阮
籍
集
校
注
』） 

十
六 

仲
の
よ
か
っ
た
太
子
滕
王
（
滕
王
逌
）
が
彼
の
作
品
に
序
文
を
付
け
て
い
る
。
そ
の
「
庾
信
集
序
」

に
「
春
秋
六
十
有
七
。
齒
雖
耆
舊
」
と
あ
り
、
庾
信
が
六
十
七
歳
の
と
き
、
文
集
が
編
纂
さ
れ
た
こ
と
が

わ
か
る
。 

十
七

全
二
十
巻
の
『
庾
信
集
』
は
既
に
散
逸
し
て
い
る
。
早
期
の
類
書
『
芸
文
類
聚
』『
初
学
記
』『
文
苑

英
華
』
に
庾
信
の
作
品
が
散
見
さ
れ
る
。 

十
八 

安
藤
信
広
氏
『
庾
信
と
六
朝
文
学
』
（
創
文
社
、
二
〇
〇
八
年
）
の
中
に
、
「
「
擬
」
と
「
詠
懐
」
の

方
法
」
と
い
う
一
章
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
氏
は
、
「
擬
」
と
「
詠
懐
」
を
そ
れ
ぞ
れ
を
分
け
考
察
し
、

次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
庾
信
に
と
っ
て
“
擬
詠
懐
”
と
い
う
行
為
は
、
阮
籍
を
意
識
し
つ
つ
、
現
実
の

具
体
性
、
及
び
現
実
と
の
関
係
の
具
体
性
を
捨
象
し
た
文
学
の
世
界
に
自
己
の
本
質
を
展
開
し
よ
う
と

す
る
行
為
だ
っ
た
」
と
い
う
。
ま
た
「
擬
」
を
、
阮
籍
詩
を
い
っ
た
ん
呼
び
出
す
マ
ー
ク
で
あ
る
と
解
す

る
。
本
論
で
は
、
庾
信
の
模
擬
作
に
現
れ
た
特
質
か
ら
見
出
さ
れ
る
阮
籍
詩
の
受
容
の
あ
り
方
に
主
眼

を
置
く
。 

十
九 

大
上
正
美
氏
は
そ
の
論
著
『
六
朝
文
学
が
要
請
す
る
視
座
』
（
研
文
出
版
、
二
〇
一
二
年
）
「「
擬
詠

懐
詩
」
に
見
る
方
法
と
し
て
の
自
虐
」
（
初
出
、
「
庾
信
論
覚
え
書
き
（
二
）
―
「
擬
詠
懐
詩
」
の
方
法

に
つ
い
て
」
、
青
山
学
区
院
大
学
文
学
部
「
紀
要
」
第
五
二
、
二
〇
一
〇
年
）
に
お
い
て
、
庾
信
「
擬
詠

懐
詩
」
に
つ
い
て
、
歴
史
上
の
人
物
を
挙
げ
、
そ
れ
ら
の
生
き
方
と
の
距
離
を
示
す
こ
と
で
、
自
ら
の
生

の
無
念
さ
を
際
立
た
せ
て
い
る
と
い
う
。
氏
は
、
そ
れ
を
「
自
虐
を
方
法
と
し
て
い
る
」
と
し
て
理
解
す

る
。 

二
十 

『
史
記
』
項
羽
本
紀
「
太
史
公
曰
、
（
中
略
）
自
矜
功
伐
、
奮
其
私
智
而
不
師
古
、
謂
霸
王
之
業
、

欲
以
力
征
經
營
天
下
、
五
年
卒
亡
其
國
、
身
死
東
城
、
尚
不
覺
寤
而
不
自
責
個
、
過
矣
。
乃
引
、
天
亡
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我
、
非
用
兵
之
罪
也
。
豈
不
謬
哉
。
」 

二
十
一 
『
汉
魏
六
朝
文
学
新
论
―
拟
代
と
赠
答
篇
』（
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
初
版
、
二
〇
〇
六

年
版
）
「
考
诸
汉
魏
以
来
的
拟
代
之
作
、
“
纯
拟
作
”
、
“
纯
代
言
”
、
“
兼
具
拟
代
、
代
言
双
重
性

质
”
、
正
是
其
三
种
最
基
本
的
作
品
类
型
；
以
此
三
类
为
宗
、
复
又
若
干
交
糅
错
综
之
变
化
。
」 

二
十
二 

謝
霊
運
「
擬
魏
太
子
鄴
中
集
詩
八
首
」
及
び
江
淹
「
雑
体
三
十
首
」
に
お
け
る
模
擬
に
つ
い
て
、

和
田
英
信
氏
「
模
擬
と
創
造
―
六
朝
模
擬
詩
小
考
」（
「
集
刊
東
洋
学
」
一
〇
〇
、
二
〇
〇
八
年
、
の
ち
『
中

国
古
典
文
学
の
思
考
様
式
』（
研
文
出
版
、
二
〇
一
二
年
）
に
収
め
入
れ
ら
れ
る
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。 


