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孟
郊

「
弔
元
魯
山
十
首
」
を
め
ぐ

っ
て

孟
郊
（
七
五
一

l
八
一
四
）
は
、
中
唐
期
、
こ
と
に
貞
元
か
ら
元
和
に
か
け
て
主
た
る
活
動
の
時
期
を
も
ち
、
韓
愈
と
親
し
く
、
と
も

つ
ら
g

に
並
び
称
さ
れ
た
詩
人
と
し
て
知
ら
れ
る
。
そ
の
詩
は
、
楽
府
を
中
心
と
し
た
五
言
古
詩
形
式
に
優
れ
、
韓
愈
が
「
冥
観
古
今
を
洞
き
、

わ

だ

か

ら

か

ら
C
う

に

象
外
幽
好
を
逐
ふ
、
空
に
横
た
は
り
て
硬
語
を
盤
ま
ら
し
め
、
妥
帖
し
て
力
界
を
排
す
」
と
評
す
る
ご
と
く
、
想
像
力
に
富
み
、
硬
質
な

印
象
の
あ
る
言
葉
を
駆
使
し
た
表
現
に
特
徴
を
も
つ
。
ま
た
、
自
ら
「
塵
埃
た
り
徐
庚
の
詞
、
金
玉
た
り
曹
劉
の
名
」
と
歌
う
よ
う
に
、

南
朝
以
来
の
貴
族
的
な
文
学
を
評
価
せ
ず
、
漢
魏
詩
の
質
実
雄
健
の
風
に
模
範
を
仰
い
だ
。
そ
し
て
、
韓
愈
の
「
其
の
高
き
は
魏
晋
よ
り

お
こ
た

出
で、

悌
ら
ざ
れ
ば
古

へ
に
及
ば
ん
、
其
の
他
漢
氏
に
浸
淫
せ
ん
」
と
の
評
は
、
や
や
褒
め
す
ぎ
で
あ
る
と
し
て
も
、
漢
魏
詩
を
学
び
、

そ
の
風
骨
を
復
活
さ
せ
た
と
い
う
点
に
、
当
時
の
孟
郊
に
対
す
る
評
価

・
認
識
の
基
本
が
お
か
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
で、

周
知
の
よ
う
に
、
中
唐
の
元
和
期
は
、
韓
愈
を
は
じ
め
柳
宗
元

・
李
翻

・
皇
甫
堤
ら
に
よ

っ
て
古
文
運
動
が
展
開
さ
れ
、

孟
郊

（一） _
|
「
古
」

「
弔
元
魯
山
十
首
」

を
め
ぐ
っ
て

の
理
念
と
実
践
|
|
_

齋

藤

一九
茂

(353) 



も
の
で
あ
る
。

（二）

の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
、

孟
郊
の
「
古
」

生
涯
の
大
半
は
、

長
安

の
理
念
と
実
践
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る

孟
郊
「
弔
元
魯
山
十
首
」
を
め
ぐ
っ
て

復
古
主
義
的
な
傾
向
が
文
学

・
思
想
に
比
較
的
色
濃
く
見
ら
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
こ
の
古
文
運
動
を
中
心
と
し
た
復
古
的
な
活
動
は
、

安
史
の
乱
後
に
相
対
的
に
地
位
を
高
め
た
士
人
層
が
、
そ
れ
ま
で
の
絣
文
に
代
表
さ
れ
る
質
族
的
な
文
学
に
代
わ
る
、

と
理
念
と
を
求
め
た
動
き
で
あ
り
、
漠
魏
以
前
に
そ
の
範
を
と
り
つ
つ
、

あ
っ
た
。
盛
盾
後
期
の
李
華

・
爾
頴
之

・
元
結
ら
の
活
動
を
前
駆
と
し
、
ま
た
元
和
期
に
お
い
て
は
、
士
人
屑
を
中
心
に
、
比
較
的
幅
広

こ
の
大
き
な
潮
流
の
中
に
位
置
し
、

み
ず
か
ら
の
文
学

そ
れ
を
現
実
の
社
会
に
即
し
て
再
生
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で

そ
の
二
翼
を
担
っ
た
も
の
と
言
え
る
。
だ
が
、
彼
の
保
持
し
て
い
た
復
古

が
彼
の
文
学
の
も
つ
個
性
、
お
よ
び
そ
の
生
き
方
に
も
反
映
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
孟
郊
の
「
古
」
に
対
す
る
意
識
の

あ
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
そ
の
文
学

・
人
生
観
を
考
え
る
上
で
必
須
の
し
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
、
孟
郊
に
対
す
る
評
価

理
解
の
一
端
が
得
ら
れ
る
と
考
え
る
。

本
稿
は
以
上
の
観
点
に
立
っ
て
、
「
弔
元
魯
山
十
首
」
詩
を
中
心
に
、

孟
郊
は
『
新
唐
書
』
（
巻
一
七
六
）

,
_
’
 

6
 

~_
. 

の
伝
に
あ
る
よ
う
に
、
湖
州
武
康
（
浙
江
省
）

・
洛
陽
な
ど
黄
河
流
域
の
地
で
過
さ
れ
た
ら
し
い
。
四
十
歳
を
過
ぎ
て
よ
う
や
く
科
挙
に
応
じ
た
が
、
そ
れ
以
前
の
経
歴
に
つ
い
て
は
ほ

と
ん
ど
わ
か
っ
て
い
な
ぃ
。
だ
が
、
そ
の
年
令
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
長
安
に
出
て
、
活
動
を
開
始
し
た
時
点
で
、
彼
の
文
学
的

・
思
想
的
な
骨
格
は
ほ
ぼ
固
ま
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
彼
の
考
え
方
、
文
学
の
傾
向
は
、
当
時
の
一
般
的
な
あ
り
方
と
大
き
く
か
け
離
れ

の
理
念
は
、
韓
愈
ら
の
そ
れ
と
共
通
点
を
も
ち
な
が
ら
も
、

の
出
身
と
み
ら
れ
る
が
、

一
面
で
か
な
り
特
殊
な
要
素
を
含
ん
で
お
り
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ

孟
郊
の
文
学
活
動
は
、

い
活
動
力
と
影
靱
力
と
を
も
っ
た
。

二
0

(354) 



一
門
百
夫
守

籍
無
く
ん
ば
尋
ぬ
べ
か
ら
ず

口-F
 

て
い
た
だ
け
で
な
く
、
会
っ
て
た
ち
ま
ち
忘
年
の
交
り
を
結
ん
だ
と
い
う
韓
愈
か
ら
見
て
も
、

一
種
の
驚
き
を
も
っ
て
受
け
と
め
ら
れ
る

も
の
だ
っ
た
よ
う
だ
。
二
人
が
出
会
っ
て
ま
も
な
い
、
貞
元
八
、
九
年
ご
ろ
の
作
と
見
ら
れ
る
韓
愈
の
「
孟
生
詩
」
は
、
次
の
よ
う
に
歌

孟
生
江
海
士

官
讀
古
人
書

謂
言
古
狙
今

作
詩
三
百
首

官
黙
咸
池
音

欲
和
薫
風
琴

登
識
天
子
居

九
重
鬱
沈
沈

無
籍
不
可
尋

九
重

盗
に
識
ら
ん
や

照
風
の
琴
に
和
せ
ん
と
欲
す

騎
随
到
京
國
随
に
騎
し
て
京
國
に
到
り

官
黙
た
り

詩
を
作
る

古
は
猶
今
の
ご
と
し
と

嘗
て
古
人
の
書
を
讀
み

謂
ひ
て
言
＜

三
百
首

咸
池
の
音

天
子
の
居
の

鬱
と
し
て
沈
沈
た
る
を

百
夫
も
て
守
り

詩
は
以
下
、
科
挙
に
落
第
し
、
長
安
で
の
生
活
も
ま
ま
な
ら
ぬ
ま
ま
、
と
り
あ
え
ず
徐
州
の
張
建
封
を
訪
ね
る
こ
と
と
な
っ
た
孟
郊
を
慰

孟
郊
「
弔
元
魯
山
十
首
」
を
め
ぐ
っ
て

古
貌
又
古
心

古

貌

又

古

心

い
起
さ
れ
て
い
る
。

孟
生
江
海
の
士

(355) 
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浮
墜
輿
狂
蒟

胡
為
欲
相
侵

贔
｀
—f
,
l
'
『
4
r

浮
墜
と
狂
菊
と

諏
酎
れ
ぞ
相
侵
さ
ん
と
欲
す

貞
絃
含
古
風

直
松
凌
高
各

直
松

高
益
を
凌
ぐ

貞
絃

数
多
い

「
古
」
に
関
す
る
発
言
の
中
か
ら
、

皿

遣
興

絃
貞
五
條
音

古
風
を
含
み

松
直
百
尺
心

松
は
直
し
百
尺
の
心

こヽ
―
f
f
 

絃
は
貞
し

「
古
」
字
が
頻
用
さ
れ
て
お
り
、

孟
郊
の
文
章
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
お
ら
ず
、

そ
れ
で
は
、

韓
愈
に

「
古
心
」

こ
こ
に
は
、
古
人
の
書
を
読
ん
で
培
っ
た
己
れ
の
認
識
、
文
学
が
そ
の
ま
ま
現
在
に
通
用
す

る
と
信
じ
て
長
安
に
出
て
き
た
、
世
間
知
ら
ず
と
言
え
ば
ま
こ
と
に
世
間
知
ら
ず
な
孟
郊
の
様
子
が
、
好
意
を
も
っ
て
描
か
れ
て
い
て
興

味
深
い
。
な
か
で
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
孟
郊
の
容
貌
と
心
ば
せ
を
「
古
貌
又
古
心
」
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
、

古
代
の
純
模
さ
と
そ
れ
ゆ
え
に
時
流
に
は
な
じ
ま
な
い
異
質
さ
と
を
あ
わ
せ
も
つ
こ
と
を
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

め
た
孟
郊
の
異
質
さ
の
度
合
を
示
す
と
と
も
に
、

で
な
く
顔
立
ち
に
ま
で
現
わ
れ
て
い
る
と
言
い
表
わ
さ
れ
た
こ
と
は
、
韓
愈
の
受
け
と

て
い
る
と
言
え
よ
う
。
韓
愈
に
と
っ
て
、
こ
の
孟
郊
の
印
象
は
強
く
、
そ

孟
郊
自
身
に
と
っ
て
の
「
古
」
の
重
み
を
も
語
る
も
の
と
な
っ

e

こ
0

，

れ

る

深

い

敬

愛

の

念

を

抱

か

せ

る

一

因

と

も

な

っ

た

よ

う

ナ

れ
が
ま
た
「
酔
留
東
野
」
詩
な
ど
に
顕
著
に
見
ら

孟
郊
の
「
古
」
に
対
す
る
意
識
の
あ
り
方
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

と
表
現
さ
れ
た
、

そ
の
詩
に
も
思
想
的
内
容
を
直
接
開
陳
し
た
作
品
は
見
ら
れ
な
い
。

だ
が
、

＂^ 
ん
U

ま
た
詩
題
に
も
「
古
怨
」
「
古
別
離
」
等
、
「
古
」
を
冠
す
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、

五
條
の
音

め
つ
つ
、
再
起
を
う
な
が
す
の
で
あ
る
が
、

孟
郊
「
弔
元
魯
山
十
首
」
を
め
ぐ
っ
て

二
首
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

そ
の

彼
の
詩
に
は

「
古
」
が
心
だ
け

(356) 



古
骨
無
濁
肉

孟
郊
「
弔
元
魯
山
十
首
」
を
め
ぐ
っ
て

古
骨

濁
肉
無
く

至
今
寒
鎧
鎧

今
に
至
る
ま
で
寒
き
こ
と
倦
鎧
た
り

詩
老
失
古
心

詩
老
古
心
を
失
ひ

嘗
時
落
潅
灌

嘗
時

失
古
琴
亦
哀

夫
子
失
古
涙

夫
子
の
古
へ
を
失
ひ
し
涙

落
つ
る
こ
と
溜
灌
た
り

古
へ
を
失
へ
ば

古
へ
を
失
へ
ば

失

古

志

易

拙

古

へ

を

失

へ

ば

志

樅
け
易
し

唯
聞
至
省
盗

忍
古
不
失
古

失
古
姻
亦
折

姻
も
亦
た
折
れ

琴
も
亦
た
哀
し

古
へ
に
忍
び
て
古
へ
を
失
は
ざ
れ

唯
だ
聞
く
省
盗
に
至
る
を

一
直
に
疲
れ
を
知
ら
ず

肯
へ
て
蓬
莱
に
至
ら
ず

黄
河
倒
上
天

衆
水
有
却
来

四

秋
懐
十
五
首
其
十
四

さ
か
し
ま

黄
河
倒
に
天
に
上
る
も

も
ど

衆
水
却
り
来
る
こ
と
有
り

一
直
亦
有
巧

不
肯
至
蓬
莱

一
直
不
知
疲

一
直
に
し
て
亦
た
巧
み
有
り

人
心
不
及
水

一
直
去
不
廻

人
心
は
水
に
及
ば
ず

ひ
た
す
ら

一
直
に
去
り
て
廻
ら
ず

旦

(357) 



r 

ん
ど
集
中
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
繋
年
の
容
易
で
な
い
も
の

孟
郊
の
現
存
の
作
品
は
、
長
安
に
出
た
四
十
歳
以
降
の
制
作
に
ほ
と

が
多
い
が
、
前
首
は
お
そ
ら
く
受
験
時
代
の
、
全
体
の
中
で
は
比
較
的
早
期
の
作
、

で
あ
る
。
前
首
は
解
釈
の
上
で
と
く
に
問
題
に
な
る
点
は
な
い
だ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
元
和
六
年
以
降
の
最
晩
年
の
作
と
推
定
さ
れ
る
も
の

う
と
す
る
古
直
さ
と
世
俗
の
妨
害
と
の
葛
藤
を
歌
っ
た
も
の

聖
王
舜
の
雅
声
を
奏
で
る
五
絃
琴
と
松
と
に
自
分
の
姿
を
託
し
、
堅

持

し

よ

⑬

「
秋
懐
」
全
体
に
わ
た
っ
て
山
之
内
正
彦
氏
の
詳
細
な
注
解
が
既
に
あ
る
の
で
、
詳

こ
れ
を
失
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
説
い
た
一
種
の
教
戒
の
詩
で
あ
る
。

一
方
後
首
は
き
わ
め
て
難
解
で
あ
る
が
、

し
い
解
釈
は
こ
れ
に
譲
り
た
い
。

で
あ
る
。

さ
て
、

こ
の
二
首
の
詩
を
読
ん
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
「
古
」
の
「
今
」
に
対
す
る
侵
位
、

調
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、

後
半
部
に
毎
句
の
よ
う
に
「
古
」
が
言
わ
れ
て
い
な
が
ら
、

、
そ
の
精
神
を
現
在
に
回
復
さ
せ
る
こ
と
の
意
義
な
ど
に
つ
い
て
、
当
然
開
陳
さ
れ
る
も
の
と

、
と
き
ほ
ぐ
さ
れ
て
い
な
い
。
は
な
は
だ
一
本
調
子
で
、
あ
た
か
も

及
も
な
い
。
古
代
の
聖
王
の
徳
治
に
学
び

い
わ
ば

予
想
さ
れ
な
が
ら
、
「
古
」
に
抽
象
さ
れ
封
じ
込
め
ら
れ
た
ま
ま

、
山
之
内
氏
が
「
こ
の
八
古
＞
は
、文
化
的
、
社
会
的
な
広
が
り
を
持
た
ず
、

II

お
題
目
11

を
説
え
て
い
る
が
ご
と
き
印
象
が
あ
り

、
も
っ
と
も
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

っ
た
も
の
で
し
か
な
い
」
と
指
摘
さ
れ
る
の
も

、
お
お
む
ね
「
古
」
に
つ
い
て

無
内
容
な
痩
せ
て
枯
れ
た
倫
理
的
跛
符
と
い

こ
う
し
た
抽
象
的
・
観
念
的
な
「
古
」
の
叙
述
は
、
も
と
よ
り
こ
の
二
首
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
く

勧
君
勉
忍
古

忍
古
舘
塵
埃

勉
め
て
古
へ
に
忍
ベ

け

古
へ
に
忍
ぶ
れ
ば
塵
埃
を
銅
さ
ん

君
に
勧
む

「古」

の
価
値
を
強
調
し
、

古
衣
如
蘇
苔

古
衣
蘇
苔
の
如
し

孟
郊
「
弔
元
魯
山
十
首
」
を
め
ぐ
っ
て

9
』

`

そ
し
て
後
首
は
洛
陽
に
居
を
定
め
て
以
後
、

そ
の
絶
対
的
な
価
値
が
提
出
さ
れ
、

ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
と
く
に
後
者
の
場
合
は
、
詩
の

そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
強
調
さ
れ
る
「
古
」
の
具
体
的
意
義
に
つ
い
て
は
何
の
言

ニ
四

強

そ
れ
も

(358) 



そ
し
て
先
に
あ
げ
た
「
遣
興
」

と

「
秋
懐
」

の
二
首
は
、

の
も
、
あ
な
が
ち
誇
張
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
、

妾
心
井
中
水
妾
の
心
は
井
中
の
水

波
瀾

歌
う
彼
の
詩
の
す
ぺ
て
に
言
え
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
韓
愈
な
ど
親
し
い
人
々
に
対
し
て
な
ら
、

を
言
う
詩
は
そ
う
し
た
人
々
に
見
せ
る
た
め
の
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
対
社
会
的

に
み
ず
か
ら
の
立
場
を
示
そ
う
と
す
る
詩
が
多
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
孟
郊
の
「
古
」
の
理
念
の
あ
り
方

n体
が
、
そ
も
そ
も
観
念

の
理
念
の
根
底
に
あ
る
と
み
ら
れ
る
儒
教
倫
理
に
つ
い
て
も
、

的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
「
古
」りん

が
表
わ
す
も
の
は
、
同
様
の
傾
向
下
に
あ
る
。
著
名
な
「
列
女
操
」
を
見
て
も
、

貞
婦
貴
拘
夫

捨
生
亦
如
此

波
濶
誓
不
起

生
を
捨
つ
る
こ
と
亦
た
此
の
如
し

誓
っ
て
起
て
ず

二
五

と
、
観
念
的
で
か
つ
ス
ト
イ
ッ
ク
な
倫
理
観
ば
か
り
が
印
象
に
残
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
孟
郊
に
と
っ
て
「
古
」

が
、
そ
し
て
儒
教
的
な
倫
理
観
が
、
当
時
の
人
々
に
当
然
共
感
を
得
ら
れ
る
は
ず
の
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

「
古
」
と
対
比
さ
れ
、
そ
の
回
復
が
求
め
ら
れ
る
「
今
」
に
対
す
る
彼
の
認
識
が
、
現
実
的
な
も
の
で
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
を
示
す
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
韓
愈
が
「
孟
生
詩
」

孟
郊
「
弔
元
魯
山
十
首
」
を
め
ぐ
っ
て

貞
婦
は
夫
に
徊
ふ
を
貴
び

梧

桐

相

待

老

梧

桐

相

待

ち

て

老

い

冦

薫

會

雙

死

餞

鴛

會

ず

雙

び

死

す

理
解
し
て
も
ら
え
た
だ
ろ
う
が
、

「古」

で
「
昔
て
古
人
の
書
を
讀
み
、
謂
ひ
て
言
く
古
は
猶
今
の
ご
と
し
と
」
と
歌
う

制
作
時
期
が
か
な
り
隔
た
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「古」

孟
郊

と
言
え
ば
意
味
す
る
と
こ
ろ
を

(359) 



獣
中
有
人
性

朝
在
夕
不
存

＄
 

ん
U▼

「
審
交
」

獣
中
人
性
有
り

朝
在
れ
ど
も
夕
に
は
存
せ
ず

小
人
権
花
心

小
人
は
権
花
の
心

君
子
芳
桂
性
君
子
は
芳
桂
の
性

ま

春
榮
冬
更
繁
春
榮
え
冬
更
た
繁
し

中
道
生
謗
言

中
道
に
謗
言
生
ず

悪
土
愛
木
根

結
交
若
失
人

悪
土
は
木
根
を
髪
ず

も

交
り
を
結
ぶ
に
若
し
人
を
失
は
ば

種
樹
須
捧
地

樹
を
種
う
る
に
須
ら
く
地
を
捧
ぶ
べ
し

れ
、
小
人

・
談
人
が
は
び
こ
っ
て
い
る
た
め
と
考
え
る
の
で
あ
っ
た
。

に
変
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
し
て
自
分
の
不
遇
の
理
由
を
、

「今」

ー は

「古
」

が
衰
え
て
お
り
、

賢
者
を
登
用
す
る
道
が
妨
げ
ら

え
方
は
、

孟
郊
「
弔
元
魯
山
十
首
」
を
め
ぐ
っ
て

「
古
」
の
理
念
は
大
き
く
変
っ
て
い
な
い
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
孟
郊
は
「
古
」
に
対
し
て
ほ
ぼ
一
貫
し
た
考
え
方
を
保
持
し

続
け
た
よ
う
だ
。
そ
れ
は
、
同
じ
よ
う
に
「
古
」

へ
の
志
向
を
も
つ
韓
愈
が
、

れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
彼
の
「
古
」
の
理
念
の
不
遇
を
意
味
す
る
の
だ
が
、

み
ず
か
ら
の
「
古
」
の
理
念
を
時
間

・
経
験
の
堆
稲
と
と

も
に
社
会
的
に
順
応
さ
せ
成
長
さ
せ
て
、
復
古
運
動
の
旗
頭
と
な
っ
て
い
っ
た
の
と
は
、
異
な
る
態
度
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
も
と
よ

り
孟
郊
の
「
古
」
の
理
念
が
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
ら
で
は
な
い
。
韓
愈
で
さ
え
も
一
種
の
競
き
を
も
っ
て
受
け
と
め
た
孟
郊
の
考

一
般
に
は
ほ
と
ん
ど
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
二
度
の
科
挙
の
落
第
、
お
よ
び
そ
の
後
の
官
界
で
の
不
遇
、

そ

に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
は
そ
の
考
え
方
や
実
践
態
度
を
基
本
的

二
六
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一
部
で
あ
っ
て
も
、
孟
郊
の
考
え
方
は
十
分
う
か
が
え
る
と
思
う
。
こ
の
思
い
に
老

d
 

ん
U
"

残
の
意
識
が
加
わ
る
に
つ
れ
、
「
秋
懐
十
五
首
」
や
「
峡
哀
十
首
」

教
戒
的
な
「
古
」
の
価
値
の
強
調
に
至
る
と
い
う
の
が
、
孟
郊
の
「
古
」
の
展
開
の
一
面
で
あ
る
。

不
毛
と
言
え
ば
ま
こ
と
に
不
毛
、
頑
固
と
言
え
ば
ま
こ
と
に
頑
固
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
う
し
た
否
定
的
見
地
か
ら
の
み
、
そ
の
「
古」

の
理
念
と
実
践
の
あ
り
方
を
律
し
き
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
な
に
よ
り
そ
の
頑
固
と
も
言
え
る
一
途
さ
に
孟
郊
の
特
徴
が
あ
る
の
で
あ

り
、
韓
愈
ら
の
評
価
の
一
因
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
官
界
で
の
不
遇
と
そ
れ
に
由
来
す
る
貧
窮
の
中
に
身
を
お
き
な
が
ら
、
な

孟
郊
「
弔
元
魯
山
十
首
」
を
め
ぐ
っ
て

い
ず
れ
も
詩
の
冒
頭
か
ら
数
句
の
引
用
で
あ
る
が
、

好
詩
空
抱
山

⑰
 

「
襖
悩
」

好
詩
は
空
し
く
山
を
抱
く

悪
詩
皆
得
官

悪
詩
は
皆
官
を
得

獣
心
安
可
測

＾
 

K
 

「
探
友
」

獣
心

安
ん
ぞ
測
る
ぺ
け
ん

今
ノ
表
似
人

今
ノ
表
は
人
に
似
る
も

皆

形
異
遭
ノ
隔

古
）
形
似
獣

皆
有
大
聖
徳

大
聖
徳
有
り

古

ノ

形

獣

に

似

る

も

人
中
有
獣
心

幾
人
能
奨
識

獣
心
有
り

ょ

幾
）
か
能
く
異
に
識
ら
ん

人
中

形
異
な
れ
ば
人
の
隔
て
に
遭
ふ

に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、

二
七

激
し
い
被
害
者
意
識
の
哄
出
と
、

(361) 



か
ら
文
行
先
生
と
謳
さ
れ
た
。

四

っ
て
い
る
。

蘇
源
明
は
、

（三）

置
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

め
、

孟
郊
「
弔
元
魯
山
十
首
」
を
め
ぐ
っ
て

ぉ
一
途
な
姿
勢
を
保
と
う
と
し
た
こ
と
に
は
、
精
神
的
に
支
え
と
な
る
―
つ
の
理
想
像
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
理
想
像
と
は
、
盛
唐
期
の
高
士
と
し
て
知
ら
れ
る
元
徳
秀
で
あ
る
。
孟
郊
は
晩
年
で
は
あ
る
が
、

「
弔
元
魯
山
十
首
」

何
度
か
元
徳
秀
に
言
及
し
、

強

い

関

心

を

見

せ

て

い

る

。

孟

郊

の

「

古
」
お
よ
び
処
世
の
あ
り
方
を
考
え
る
上
で

は
、

元
徳
秀
へ
の
関
心
の
よ
せ
方
を
検
討
す
る
こ
と
が
―
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
章
を
改
め
て
、

元
徳
秀
は
字
を
紫
芝
と
い
い
、
魯
山
県
（
河
南
省
）

側
に
鷹
を
建
て
て
服
喪
し
た
。

残
さ
れ
、
乳
母
も
雇
え
な
い
と
、

し
た
が
っ
て
、

こ
の
点
に
重
点
を

札
ツ

ん
U▼

の
令
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
一
般
に
は
元
魯
山
と
呼
ば
れ
る
。
「
系
築
府
十
二
首
」

な
ど
で
知
ら
れ
る
詩
人
で
あ
り
、
古
文
運
動
家
の
一
人
で
も
あ
る
元
結
の
叔
父

で
あ
り
、
そ
の
伝
は
『
布
暦
古
』
文
苑
伝
（
巻
一
九

0
)

岡

お
よ
び
『
新
唐
書
』
卓
行
伝
（
巻
一
九
四
）
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
大
略
を
以
下
に
記
し
て
お
く
。
幼
く
し
て
父
を
亡
く
し
た
彼

は
、
母
に
孝
捉
を
つ
く
し
、
科
挙
の
受
験
の
際
に
は
、
離
れ
る
に
忍
び
ず
に
母
を
背
負
っ
て
長
安
へ
赴
い
た
と
い
い
、
そ
の
没
後
は
六
年
の

親
の
存
命
中
に
結
婚
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、

終
生
妻
を
要
る
こ
と
な
く
、
ま
た
兄
の
死
後
に
赤
子
が

細

み
ず
か
ら
乳
を
与
え
た
と
い
う
。
魯
山
県
令
の
時
に
は
、
害
を
な
す
虎
を
殺
し
て
罪
を
瞬
い
た
い
と
願

う
罪
人
の
言
を
信
じ
て
人
々
を
感
嘆
さ
せ
、
ま
た
制
作
し
た
「
子

i

為
子
歌
」
は
、
玄
宗
の
賞
諧
を
受
け
た
。
県
令
を
辞
す
と
、
河
南
の
陸

渾
の
山
水
を
愛
し
て
そ
こ
に
住
み
、
弾
琴
読
書
を
楽
し
み
、
賢
不
肖
の
別
な
く
人
と
交
わ
り
、
天
密
十
三
年
（
七
五
四
）
、

五
十
九
歳
で

貧
窮
の
う
ち
に
生
涯
を
と
じ
た
。
元
結
の
み
な
ら
ず
、
李
華

・
菊
穎
之

・
蘇
源
明
ら
の
古
文
運
動
家
と
親
し
く
、
こ
れ
ら
彼
を
菜
う
人
々

「
吾
不
幸
に
し
て
衰
俗
に
生
る
る
も
恥
ぢ
ざ
る
所
は
、
元
紫
芝
を
識
れ
ば
な
り
」
と
さ
え
言

ニ八

を
は
じ
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魯
山
飯
惹
蓬

食
名
皆
覇
官

孟
郊
「
弔
元
魯
山
十
首
」
を
め
ぐ
っ
て

名
を
食
す
る
も
の
は
皆
術
官

魯
山

残
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
徳
行
の
）
と
し
て
当
時
非
常
に
評
価
が
高
く
、
新
興
士
人
庖
と
し
て
み
ず
か
ら
の
立
均

・
文
学
を
切
り
開
こ

う
と
し
た
李
華
ら
の
古
文
運
動
家
に
と
っ
て
、
精
神
的
な
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
、
古
文
運
動
家
と
元
徳
秀
の

日

関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
林
田
恨
之
助
氏
に
詳
論
が
あ
る
。
中
唐
後
期
、

ー韓
愈
ら
に
よ
っ
て
古
文
運
動
が
本
格
的
な
活
動
を
見
せ
る
よ
う
に

な
る
と
、
か
え
っ
て
元
徳
秀
に
関
す
る
発
言
は
目
だ
た
な
く
な
る
が
、
そ
れ
は
け
し
て
忘
れ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
高
士
の
シ

ン
ポ
ル
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
一

「
伯
夷
は
古
へ
の
翌
人
、
魯
山
も
亦
た

し
ば

其
の
徒
な
り
、
時
な
る
か
な
奈
何
と
も
す
る
無
く
、
倶
に
化
し
て
餓
眸
と
為
る
、
彼
を
念
へ
ば
益
ま
す
自
ら
愧
ぢ
、
敢
へ
て
斯
須
ら
く
も

糾

岱

忘
れ
ず
」
と
歌
い
、
ま
た
皮
日
休
は
そ
の
「
七
愛
詩
」
の
一
首
を
元
徳
秀
に
剪
い
て
い
る
。
韓
愈

・
柳
宗
元
ら
の
作
品
に
は
、
胴
接
の
言

及
を
見
出
し
て
い
な
い
が
、
復
古
運
動
に
関
わ
る
人
々
に
と
っ
て
、

こ
れ
は
や
は
り
特
筆
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
元
徳
秀
へ
の
関
心
の
寄
せ
方
を
見
る
こ
と
は
、
彼
の
「
古
」

検
討
す
る
上
で
有
力
な
手
が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。
以
下
ま
ず
「
弔
元
魯
山
十
首
」
を
掲
出
し
、
そ
の
検
討
か
ら
入
っ
て
い
く
こ
と
に
し

嵩
蓬
を
飯
す

第
一
首

g
 

拇
鷲
有
餘
飽

魯
山
長
飢
空

豪
人
低
鮮
肥

魯
山

豪
人

拇
鷲

餘
飽
有
る
も

つ
ね長

に
飢
空ぁ

鮮
肥
に
飯
く
も

、。
た
し そ

し
て
孟
郊
は
、
「
弔
元
魯
山
十
首
」
を
中
心
に
、

冗
徳
秀
は
、

い
た
よ
う
だ
。
白
居
易
は
、
「
題
座
隅
」

や
は
り
忘
れ
ら
れ
ぬ
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
か
ろ
う
。

現
存
す
る
当
時
の
人
々
の
作
品
の
中
で
、
も
っ
と
も
多
く
の
元
徳
秀
へ
の
発
言
を

詩
に

二
九

の
意
識
を
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奔
競
立
詭
節

凌
侮
争
怪
輝

第
二
首

自
剖
多
是
非

流
濫
将
何
蹄

人
巧
生
異
同

灼

魯
山
不
自
剖

凌
侮

奔
競

詭
節
を
立
て

怪
輝
を
争
ふ

流
濫

自
ら
剖
く
は
多
く
是
れ
非
な
り

は

い

ず

将
た
何
れ
に
蹄
せ
ん

全
瑛
覚
没
朗

（
大
意
）
猛
禽
が
獲
物
を
捕
え
る
ご
と
く
に
権
力
を
ふ
る
う
も
の
は
十
分
満
腹
し
て
い
て
も
、
元
魯
山
は
い
つ
も
空
腹
。
金
持
ち
は
ご
馳
走
に
飽
き
て
い

て
も
、
魯
山
は
よ
も
ぎ
を
食
べ
る
だ
け
。
名
で
食
う
も
の
は
、
皆
仁
義
を
軽
ん
じ
て
栄
達
し
た
官
吏
。
力
で
食
う
も
の
は
、
発
帝
の
昔
か
ら
の
純
朴
な

批
民
。
君
子
は
新
し
い
事
態
に
な
ず
む
の
を
恥
じ
、
そ
れ
ゆ
え
魯
山
は
古
え
を
守
っ
た
ま
ま
死
ん
だ
。
生
れ
な
が
ら
の
本
性
は
も
と
も
と
等
し
い
も
の

だ
が
、
巧
ら
み
の
心
に
よ
っ
て
差
が
生
じ
る
。
魯
山
は
自
ら
を
勢
い
て
世
俗
に
合
わ
せ
る
こ
と
を
せ
ず
、
本
性
を
ま
っ
と
う
し
た
ま
ま
そ
の
身
を
終
っ

た
の
だ
。

全
瑛
に
し
て
寛
に
朗
を
没
す

魯
山
自
ら
剖
か
ず

ノ
巧

孟
郊
「
弔
元
魯
山
十
首
」
を
め
ぐ
っ
て

食
力
乃
発
牒

異
同
を
生
ず

魯

山

輿

古

終

魯

山

古

へ

と

終

ゆ

も

天

瑛

本

平

一

天

瑛

本

と

平

一

な

る

も

君
子
恥
新
態
君
子
は
新
態
を
恥
づ

力
を
食
す
る
も
の
は
乃
ち
発
の
農

10 
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始
知
補
元
化

五
帝
坐
銅
錬

（
大
意
）
自
ら
努
い
て
世
俗
に
合
わ
せ
る
こ
と
＇
な
す
ぺ
き
で
は
な
い
。
み
だ
れ
流
さ
れ
て

、
い
っ
た
い
ど
こ
に
落
ち
つ
く
こ
と
に
な
る
か
知
れ
は
し
な

い
。
世
の
中
は
わ
れ
が
ち
に
争
っ
て
、
い
つ
わ
り
の
節
操
を
た
て
、
し
の
ぎ
あ
な
ど
り
あ
っ
て
、
あ
や
し
げ
な
輝
き
を
競
う
。
そ
れ
が
た
め
に
聖
代
の

五
帝
の
道
も
い
つ
の
ま
に
か
と
け
消
え
、
万
物
は
衰
微
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
こ
の
有
様
か
ら
元
魯
山
の
生
き
方
を
見
れ
ば
、
そ
の
行
わ
ん
と
す
る
追

は
、
険
し
く
て
依
り
所
も
な
い
。

第
三
首

君
子
不
自
窪

魯
山
窪
有
因

荀
含
天
地
秀

皆
是
天
地
身

天
地
症
既
甚

天
地
氣
不
足

魯
山
食
更
貧

皆
是
れ
天
地
の
身

始
め
て
知
る

孟
郊
「
弔
元
魯
山
十
首
」
を
め
ぐ
っ
て 冗

化
を
補
ふ
に

魯

山

食

更

に

我

し

天

地

氣

足

ら

ず

魯

山

道

莫

伸

魯

山

道

伸

ぶ

る

莫

し

天
地
寇
む
こ
と
既
に
甚
だ
し

荀
も
天
地
の
秀
を
含
ま
ば

魯
山
窪
む
に
因
有
り

な
や

君
子
は
自
ら
窪
ま
ず

萬
類
随
衰
微

以
弦
見
魯
山

道
窪
無
所
依

萬
類

c
r
i
 

姦
を
以
て
魯
山
を
見
れ
ば

9
ゃ

道
症
み
て
依
る
所
無
し

衰
微
に
随
ふ

そ
ぞ

五
帝
坐
ろ
に
銅
錬
し

(365) 
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月
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リ
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h
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よ
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も

0

ト
•
•
り
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t
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；
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月

'
s
z
L了
‘
『
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，
し
’
r
ヽ
4
い
で
―
ざ
ハ
↓

9

今じ

9

だ

m
t
-，Eヨ
ー
7
:•グ
ヽ
•
J
¢
.
,C
.
＾

、
。
行
う
道
理
が
俗
と
異
な
っ
て
い
る
の
だ
。
小
さ
な
功
績
は
口
に
し
よ

く
も
ら
せ
て
、
存
在
を
明
ら
か
に
し
な
し

（
大
意
）
骰
人
は
多
く
み
ず
か
ら
身
を

所
以
元
魯
山

腺
衰
難
輿
偕

元
魯
山
の
隕
衰
し
て

町
に
餌
ひ
難
き
所
以
な
り

衆

憾

来

相

排

衆

憾

来

り

て

相

排

す

一
墜
荀
失
所

一
整
荀
も
所
を
失
は
ば

萬

人

懐

為

恢

萬

人

慨

く

を

慨

く

と

為

す

萬
物
飽
為
飽

萬
物

飽
く
を
飽
く
と
為
し

細
功
不
敢
言

遠
領
方
始
諧

細

功

敢

へ

て

言
は
ず

遠
領

泊
に
始
め
て
諧
す
ぺ
し

道
理
輿
俗
乖

道
理

第
四
首

賢
人
多
自
面

賢
人
は
多
く
自
ら
囮
す

た
が

俗
と
乖
ふ

か
り
に
も
天
地
の
す
ぐ
れ
た
と
こ
ろ
を
含
み

、
。
元
魯
山
が
苦
し
ん
だ
の
に
は
理
由
が
あ
る
。

の
で
あ
れ
ば
、
魯
山
の
行
う
道
は
伸
展
の
し
よ
う
が
な
い
。

（
大
意
）
君
子
は
自
分
か
ら
苦
し
む
よ
う
な
こ
と
は
し
な
し

。
造
化
の
慟
き
を
補
う
ぺ
く
政
治
を
行
う

っ
て
成
っ
た
身
体
。
天
地
が
苦
し
む
こ
と
す
で
に
甚
だ
し
い

っ
そ
う
技
し
い
。
始
め
て
わ
か
る

持
て
ば
、
す
ぺ
て
天
地
に
よ

天
地
に
万
物
を
育
む
気
が
不
足
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
魯
山
の
食
は
い

に
は
、
結
局
咬
人
の
手
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
が
。

覚
須
得
賢
人
覚
に
賢
人
を
得
る
を
須
ふ
を

孟
郊
「
弔
元
魯
山
十
首
」
を
め
ぐ
っ
て

巴

(366) 



以
之
謳
魯
山

疎
迩
去
莫
乗

去
り
て
乗
ず
る
莫
し

（
大
慈
）
高
き
に
至
る
階
段
に
は
近
道
な
ど
は
な
い
。
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
登
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。
賢
人
は
、
は
ら
わ
た
清
く
食
も
な
く
、
寒
ざ

ぁ
よ
ら

む
と
し
た
日
に
は
空
し
く
澄
み
こ
お
る
あ
り
さ
ま
。
し
か
し
、
血
を
す
す
っ
て
の
特
い
も
結
局
は
あ
て
に
な
ら
ず
、
行
は
明
ら
か
な
た
め
に
か
え
っ
て

燃
や
さ
れ
て
身
を
失
い
や
す
い
も
の
だ
。
こ
ん
な
俗
世
の
道
理
で
元
魯
山
を
駆
り
た
て
れ
ば
、
足
あ
と
も
ま
ば
ら
な
道
す
じ
は
、
後
を
追
い
か
け
よ
う

も
な
い
。

孟
郊
「
弔
元
魯
山
十
首
」
を
め
ぐ
っ
て

第
六
首

血
哲
覚
訛
謬

僻

裔
明
易
煎
蒸

疎
迩

之
を
以
て
魯
山
を
謳
ら
ば

育
明
な
れ
ば
煎
蒸
さ
れ
易
し

血

替

党

に

訛

謬

寒
日

造
次
に
昇
る
べ
か
ら
ず

き
よ

腸
胃
潔
く

賢
人

う
と
し
な
い
。
高
遠
な
言
業
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
賢
人
と
調
和
す
る
。
万
物
は
実
際
に
飽
い
て
飽
い
た
と
惑
じ
、
万
人
は
現
実
に
ふ
と
こ
ろ
に
懐
い
て

懐
い
た
と
感
ず
る
も
の
。
ひ
と
声
で
も
、
そ
の
思
う
と
こ
ろ
を
は
ず
れ
よ
う
も
の
な
ら
、
も
ろ
も
ろ
の
恨
み
が
集
っ
て
押
し
の
け
る
。
元
魯
山
が
飢
え

衰
え
て
、
世
俗
と
調
和
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
。

遠
階
無
近
級

造
次
不
可
昇

喪
人
潔
腸
胃

寒
日
空
澄
凝

空
し
く
澄
凝
た
り

第
五
首

遠

階

近

級

無

し

0

、

冒 I
 

亀
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庶
合
裔
紹
音

視
聴
不
可
尋

因
濫
魯
山
絞

庶
く
は
爾
紹
の
音
に
合
せ
ん

精
微
自
然
事

囚
り
て
杏
す

魯
山
の
絞
を

や
慰
‘
虎
も
む
や
み
に
人
を
咬
む
こ
と
を
恥
じ
、
冷
た
く
か
た
い
そ

一
年
中
人
々
の
喜
び
の
歌

人
々
を
み
な
発
帝
の
昔
の
純
朴
な
心
に
教
化
す
る
。

一
緒
に
な
っ
て
高
い
岨
ま
で
耕
や
す
。
夜
は
い
つ
も
戸
じ
ま
り
せ
ず
、

（
大
慈
）
魯
山
令
の
官
に
就
き
、

人
々
は
競
っ
て
田
を
開
墾
し
、

し

め
の
語
な
ど
と
は
異
な
る
も
の
。
教
化
の
探
奥
微
妙
な
と
こ

い
言
葉
は
世
俗
の
い
ま

の
き
ば
を
と
ざ
す
。

そ
こ
で
、
こ
こ
に
元
魯
山
の
功
績
を
記
す
。
ど
う
か

ぐ
れ
た
教
化
は
天
の
わ
ざ
を
回
復
し
、
美
し

な
こ
と
が
ら
で
は
な
い
。

声
が
満
ち
る
。
す

し
と
げ
ら
れ
る
こ
と
で
、
見
聞
き
で
き
る
よ
う

ろ
は
自
然
の
う
ち
に
な 視

聴

尋
ぬ
ぺ
か
ら
ず

精

微

自

然

の

事

美
詞
非
俗
簸

美
詞
俗
簸
に
非
ず

善

数

復

天

術

善

数

天
術
を
復
し

党
歳
饒
歌
吟

党
歳

常
宵
無
脳
鎖

常
宵

相
奥
耕
嵌
苓

競
来
闘
田
土

孟
郊
「
弔
元
魯
山
十
首
」
を
め
ぐ
っ
て

配
に
魯
山
の
宦
に
従
ひ

競
ひ
来
り
て
田
土
を
闘
き

と
し

相
奥
に
嵌
益
を
耕
す

胴
鎖
無
く

お
お

歌
吟
饒
し

歯

牙

閉

箱

金

歯

牙

霜

金

を

閉

ざ

す

討

虎

恥

狂

哩

討

虎

狂

暖

を

恥

ぢ

盛
化
発
時
心

盛
く
化
す
発
時
の
心
に

言
従
魯
山
宦

四
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貞
浪
易
糟
粕

哀
哀
た
り

孟
郊
「
弔
元
魯
山
十
首
」
を
め
ぐ
っ
て

哀
哀
元
魯
山

冗
魯
山

貞
浪

粒
法
雖
相
救

相
救
ふ
と
雖
も

糟
粕
た
り
易
し

粒
法

名
位
荀
虚
戟

笠
明

n釣
探

性
明

名
位

荀
も
虚
咲
な
ら
ば

お
の
づ

日
か
ら
錯
探
す

カ
迎
既
穀
難

日

徳
符
力
合
交

待
の
符
は
方
に
菜
に
合
す
べ
し

カ
の
述
は
既
に
穀
難
た
り

君
臣
虹
深
遇

日

天
地
有
磁

天
地

翌
は
有
り

君
臣

以
此
洗
浮
薄

深
遇
を
匹
び

此
を
以
て
浮
簿
を
洗
は
ん

誰

能

嗣

数

化

誰

か

能

く

放

化

を

嗣

ぎ

11年
幸

如

昨

百

年

幸

ひ

に

昨

の

如

し

千

古

若

有

知

千

古

魯

山

不

虚

作

魯

山

詔
太
平
築

第
七
首

雅
正
な
舜
帝
の
音
突
に

詔

太
平
の
業

な

虚
し
く
作
さ
ず

ら

若
し
知
有
ら
ば

和
し
て
ほ
し
い
も
の
だ
。

三
五

(369) 



霜
議
清
追
障

幽
埋
盛
光
洗

滞
旅
免
流
浪

唯
餘
魯
山
名

未
猥
施
廉
譲

二
三
貞
苦
士

元
后
得
密
相

氷
心
鏡
衰
古

三
貞
苦
の
士

未
だ
廉
譲
を
施
は
す
を
猥
ず

唯

だ

餘

す

魯

山

の

名

滞
旅

瑕
障
を
清
む

盛
く
光
洗
し

流
浪
を
免
れ
し
む

幽
埋

霜
議

氷
心

冗
后

賢
相
を
得
た
り

て
ら

衰
古
を
鏡
し

嘗
今
宮
教
化

第
八
首

畢
寛
誰
能
度

嘗

今

数

化

宮

み

（
大
慈
）
舜
帝
の
楽
は
太
平
の
音
楽
で
あ
り
、
元
魯
山
は
現
実
と
無
関
係
に
そ
の
楽
を
奏
で
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
遠
く
千
年
を
離
れ
て
で
も
、
も
し

知
己
を
得
ら
れ
れ
ば
、
百
年
の
時
間
も
昨
日
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
だ
。
い
っ
た
い
誰
が
科
山
の
教
化
の
後
を
嗣
ぎ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
世
俗
の
浮

簿
を
一
洗
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
君
臣
の
関
係
に
は
、

よ
く
理
解
し
て
任
用
す
る
こ
と
が
羽
ば
れ
、
天
地
の
活
動
に
は
、

霊
妙
な
ふ
い
ご
の
働

き
が
あ
る
。
力
に
よ
る
治
政
の
命
迎
は
す
で
に
ゆ
き
づ
ま
っ
て
困
難
な
状
態
と
な
り
、
徳
治
の
き
ざ
し
は
、

ち
ょ
う
ど
幽
冥
の
世
界
の
慈
志
に
か
な

っ
て
い
る
。
名
誉
や
地
位
が
か
り
に
も
空
し
い
も
の
な
ら
、
そ
れ
に
と
も
な
う
装
飾
は
お
の
ず
と
と
け
消
え
て
し
ま
う
。
礼
の
き
ま
り
が
守
っ
て
も
、

貞
潔
で
ね
ん
ご
ろ
な
行
い
は
、
と
か
く
粗
末
に
さ
れ
て
し
ま
い
が
ち
だ
。
あ
あ
哀
し
い
こ
と
だ
、
元
魯
山
。
結
局
の
と
こ
ろ
誰
が
そ
の
行
い
を
思
い
う

る
の
か
。

畢
党

孟
郊
「
弔
元
魯
山
十
首
」
を
め
ぐ
っ
ては

か

誰
か
能
＜
度
ら
ん

三
六

(370) 



魯
山
覚
無
家

孟
郊
「
弔
元
魯
山
十
首
」
を
め
ぐ
っ
て

黄

積
不
知
孝

g
 

魯
山
自
駕
車

非
賢
不
可
妻

魯
山

党
に
家
無
し

自
ら
車
を
駕
す

め
と

賢
に
非
ざ
れ
ば
妻
る
べ
か
ら
ず

魯
山

黄

積

第
九
首

感
場
増
萬
吠

感
楊
し
て
萬
状
を
増
す

（
大
意
）
現
在
は
教
化
が
豊
か
に
施
さ
れ
、
天
子
は
賢
相
を
得
ら
れ
た
。
賢
相
の
清
ら
か
な
心
は
古
え
が
衰
え
た
今
の
情
況
を
写
し
出
し
、
厳
正
な
議
論

は
遠
い
辺
境
ま
で
も
静
め
る
。
人
知
れ
ず
埋
も
れ
て
い
る
賢
者
に
こ
と
ご
と
く
光
を
あ
て
、
苦
し
む
人
々
を
流
浪
か
ら
救
い
出
す
。
し
か
し
そ
の
善
政

か
ら
、
元
魯
山
の
名
の
み
が
落
ち
て
お
り
、
い
ま
だ
に
清
廉
謙
譲
の
徳
に
よ
っ
て
顕
彰
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
な
い
。
二
三
の
貞
直
で
貧
苦
の
士
が
、
詔

勅
を
待
っ
て
、
目
を
こ
す
っ
て
は
る
か
高
く
望
み
や
る
。
だ
が
白
髪
に
て
山
中
に
あ
る
こ
の
夜
、
宮
親
の
明
ら
か
な
輝
き
を
望
も
う
に
も
、
目
路
は
断

た
れ
て
し
ま
う
。
魯
山
の
仲
間
で
あ
る
賢
者
た
ち
を
招
く
に
は
、
ま
さ
に
彼
の
顕
彰
か
ら
行
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
立
派
な
お
招
き
は
、
も
と
よ
り

い
つ
わ
り
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
私
は
こ
こ
に
狂
猾
な
る
要
望
を
申
し
上
げ
、
心
が
動
き
お
そ
れ
て
、
千
々
の
思
い
が
い
っ
そ
う
わ
き
上
が
る
。

孝
を
知
ら
ず

小
生
奏
狂
捐

小
生

目
断
丹
戴
亮

誘
類
幸
従
姦

嘉
招
固
非
妄

丹
闊
の
亮
か
な
る
を

ょ

類
を
誘
ふ
こ
と
幸
ひ
に
荻
従
り
せ
ん

い
つ
は

嘉
き
招
き
は
固
よ
り
妄
り
に
非
ず

狂
猾
を
奏
し

目
断
す

AU~ 

h
 

刷
視
登
危
望

髪
秋
青
山
夜

青
山
の
夜

視
を
刷
ひ
て
危
望
を
登
か
す

配
tktな
り

三
七

(371) 
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賢
人
母
萬
物

憔
悌
流
前
詩

憔
悌
前
詩
に
流
る

賢
人
萬
物
に
母
た
り

誰
言
獨
今
奇

事
已
出
古
表

誰
か
言
ふ

（
大
意
）
の
こ
さ
れ
た
嬰
児
は
す
ぺ
て
乳
を
与
え
育
て
る
。
ま
し
て
や
骨
肉
を
分
け
た
兄
の
子
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
。
心
の
う
ち
に
は
苦
し
く
も
変
ら
ぬ

真
心
が
凝
結
し
、
胸
か
ら
は
甘
い
乳
の
汁
が
流
れ
る
。
男
が
乳
を
与
え
る
こ
と
は
古
え
の
施
表
に
見
え
る
こ
と
。
ど
う
し
て
今
の
世
に
珍
し
い
こ
と
と

獨
り
今
に
奇
な
り
と

事
は
已
に
古
表
に
出
づ

胸
臆
垂
甘
滋

胸
臆
甘
洗
垂
る

心
腸
結
苦
誠

何
況
肉
骨
枝

何
ぞ
況
ん
や
肉
骨
の
枝
な
る
を
や

け
つ

苦
誠
結
し

心
腸

第
十
首

追
嬰
壺
鋤
乳

追
嬰
は
盛
＜
鯛
乳
す

（
大
意
）
黄
色
い
子
牛
は
孝
道
を
知
ら
な
い
。
だ
か
ら
元
魯
山
は
自
分
で
車
を
取
し
た
。
賢
者
で
な
け
れ
ば
妻
に
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
魯
山
に
は
家
族

が
な
か
っ
た
。
死
後
の
供
養
を
人
の
手
に
頼
る
の
は
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
も
、
そ
の
言
葉
に
は
わ
ず
か
の
き
ず
も
な
い
。
魯
山
の
徳
を
謡
お
う
と
す
れ

ば
、
海
の
ご
と
く
奥
深
く
て
き
わ
め
よ
う
も
な
い
。

将
謡
魯
山
徳
将
に
魯
山
の
徳
を
謡
は
ん
と
す
れ
ば

僻

き

わ

海
頗
誰
能
涯
海
朗
誰
か
能
＜
涯
め
ん

言
詞
盗
織
瑕

言
詞

盗
に
織
瑕
あ
ら
ん
や

供

掟

恥

宅

力

供

碇

宮

力

な

る

を

恥

づ

孟
郊
「
弔
元
魯
山
十
首
」
を
め
ぐ
っ
て

ー

ニ
八
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さ
て
、

い
語
句
を
多
数
含
み
、

起
こ
さ
れ
て
い
る
例
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

三
九

こ
の
作
品
も
例
に
も
れ
ず
、
他
の
使
用
例
の
容
易
に
見
出
し
難

一
時
に
成
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
孟
郊
の
連
作
詩
は
、

一
般
に
硬
質
で
難

言
う
の
か
。
賢
人
は
万
物
の
母
た
り
う
る
存
在
。
長
大
な
徳
は
、
前
代
の
詩
に
広
く
う
た
わ
れ
て
い
る
。

孟
郊
は
天
賣
十
年
（
七
五
一
）

の
生
れ
で
あ
り
、
元
徳
秀
の
死
ん
だ
天
喪
十
三
年
に
は
ま
だ
幼
児
で
あ
っ
た
か
ら
、

よ
り
そ
の
折
の
作
で
は
な
い
。
華
枕
之
は
『
孟
郊
年
譜
』
に
お
い
て
、
洛
陽
に
居
を
定
め
て
以
後
の
晩
年
の
作
と
見
、
元
和
五
、
六
年
ご

ろ
と
推
定
し
て
い
る
が
、
十
首
前
後
の
連
作
詩
が
ほ
と
ん
ど
晩
年
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、

定
は
お
そ
ら
く
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
連
作
詩
は
一
般
に
一
時
の
作
で
あ
る
場
合
と
、
同
じ
テ
ー
マ
を
時
間
を
か
け
て
追
求
し
た

こ
の
作
品
の
場
合
も
、
前
の
詩
の
表
現
を
承
け
て
次
の
詩
が
歌
い

場
合
と
が
あ
る
が
、
孟
郊
の
場
合
は
ほ
と
ん
ど
が
前
者
と
考
え
ら
れ
、

解
な
表
現
の
多
い
そ
の
詩
の
中
で
も
、
特
に
そ
の
傾
向
が
強
い
の
だ
が
、

一
見
し
て
は
意
味
の
と
ら
え
難
い
表
現
が
少
な
く
な
い
。
解
釈
上
こ
ま
か
な
検
討
を
要
す
る
部
分
も
多
い
が
、
紙

幅
の
都
合
も
あ
り
、
本
稿
で
は
先
の
よ
う
に
一
応
の
解
釈
と
し
て
大
意
を
掲
出
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
。

こ
の
連
作
は
、
前
半
五
首
と
後
半
五
首
で
は
、
や
や
色
彩
を
異
に
し
て
い
る
。
ま
ず
、
全
体
の
等
入
で
あ
る
第
一
首
で
、
連
作

の
主
要
テ
ー
マ
で
あ
る
、
元
徳
秀
は
古
え
の
純
朴
な
本
性
を
保
持
し
、

窮
し
、
飢
え
て
死
ん
だ
と
い
う
認
識
が
示
さ
れ
、

り

・
悲
し
み
に
置
か
れ
て
い
る
。
な
お
、
元
徳
秀
の
死
が
餓
死
で
あ
っ
た
と
は
、

刺

誅
」
に
「
誰
ぞ
元
公
を
死
せ
し
め
、
籐
死
空
腹
た
ら
し
む
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
具
体
的
事
情
は
不
明
な
が
ら
、

孟
郊
「
弔
元
魯
山
十
首
」
を
め
ぐ
っ
て

こ
の
連
作
は
も
と

い
く
つ
か
の
点
か
ら
考
え
て
、
こ
の
推

そ
れ
が
世
俗
の
名
利
と
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
貧

そ
れ
は
、
第
五
首
ま
で
の
前
半
部
で
方
向
を
少
し
ず
つ
変
え
な
が
ら
く
り
返
さ
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
は
、
元
の
具
体
的
人
生

・
思
想
の
あ
り
方
に
は
ふ
れ
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
古
え
の
道
を
守
っ
た
賢
人
と
し
て
観
念
化
さ
れ

て
お
り
、
孟
郊
の
意
識
の
重
点
は
、
元
の
よ
う
な
賢
人
が
悪
し
き
世
俗
に
容
れ
ら
れ
ず
、
窮
死
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
憤

そ
の
伝
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
慮
載
の
「
元
徳
秀

そ
の
死
は
餓
死
も
し
く
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る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
個
人
的
な
関
係
を
は
な
れ
て
、

孟
郊
「
弔
元
魯
山
十
首
」
を
め
ぐ
っ
て

は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
し
て
先
に
引
い
た
白
居
易
の
「
題
座
隅
」
詩
に
も
、
伯
夷
と
並
べ

て
「
化
し
て
餓
辟
と
為

る
」
と
歌
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、

と
が
ら
だ
が
、

そ
の
こ
と
は
当
時
共
通
の
認
識
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

第
六
首
か
ら
の
後
半
部
は
、
元
徳
秀
の
伝
記
中
の
著
名
な
で
き
ご
と
の
い
く
つ
か
に
即
し
つ
つ
展
開
さ
れ
る
。
ま
ず
第
六
首
は
、
魯
山

県
令
と
し
て
の
善
政
ぶ
り
を
と
り
あ
げ
る
。
だ
が
、
元
の
善
政
に
は
、
例
え
ば
先
に
記
し
た
よ
う
な
、
罪
人
の
言
を
信
じ
て
虎
を
退
治
さ

せ
る
と
い
う
特
筆
す
べ
き
事
績
も
含
ま
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
と
は
注
目
し
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
魯
山
県
令
と
し
て
の
事
績
は
、
元
徳
秀
の
伝
記
中
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
こ

こ
の
詩
で
の
賞
諧
の
仕
方
を
見
れ
ば
、

の
で
き
る
人
物
で
あ
っ
て
、

い
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。
第
七
、
八
首
は
、

り
を
背
景
に
、
元
徳
秀
の
顕
彰
と
、

こ
こ
で
も
描
か
れ
て
い
る
の
は
理
想
化
さ
れ
た

11

善
政
II

で
あ
る

そ
れ
が
孟
郊
の
元
に
対
す
る
認
識
の
中
で
も
き
わ
め
て
重
要
な
点
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
元
徳
秀
は
正
当
な
機
会
さ
え
与
え
ら
れ
れ
ば
、
聖
代
の
政
治
を
実
現
し
、
古
え
の
道
を
回
復
さ
せ
る
こ
と

た
だ
の
高
士
で
は
な
い
と
受
け
と
め
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
こ
に
孟
郊
が
彼
を
悼
み
、
か
つ
敬
慕
す
る
思

こ
う
し
た
為
政
者
と
し
て
の
元
徳
秀
の
後
継
者
が
世
に
出
て
お
ら
ず
、
か
つ
元
自
身
も
顕
彰

さ
れ
る
こ
と
も
な
く
忘
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
不
満
を
歌
う
。
な
お
第
八
首
に
登
場
す
る
「
賢
相
」
に
つ
い
て
は
、
華
枕
之
は
徳
宗
朝

お
よ
び
憲
宗
朝
の
初
年
に
宰
相
を
勤
め
た
鄭
餘
慶
の
こ
と
と
推
定
す
る
。
孟
郊
は
、
元
和
元
年
（
八

0
六
）
冬
に
河
南
手
に
転
じ
た
鄭
の

も
と
で
、
河
南
水
陸
運
従
事
、
試
協
律
郎
に
任
用
さ
れ
、
母
の
死
に
よ
っ
て
辞
任
す
る
ま
で
数
年
間
そ
の
幕
下
に
あ
っ
た
。
の
ち
元
和
九

年
の
秋
に
、
旅
の
途
中
に
死
ぬ
こ
と
に
な
る
の
も
、
山
南
西
道
節
度
使
と
な
っ
た
鄭
に
、
興
元
軍
参
謀
、
試
大
理
評
事
と
し
て
招
か
れ
た

が
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
鄭
餘
慶
と
の
つ
な
が
り
の
深
さ
か
ら
考
え
れ
ば
、

一
般
的
見
地
か
ら
「
賢
相
」
と
呼
ば
れ
う
る
人
物
は
、

こ
の
詩
の
「
賢
相
」
は
や
は
り
鄭
を
指
し
て
い
る
と
み

こ
の
時
期
に
は
見
当
ら

な
い
。
鄭
餘
慶
は
韓
愈
と
も
親
し
く
、
復
古
運
動
に
も
比
較
的
理
解
の
あ
っ
た
人
物
で
あ
り
、
こ
の
詩
は
お
そ
ら
く
、
個
人
的
な
つ
な
が

そ
の
逆
を
嗣
ぎ
う
る
人
物
の
登
用
を
希
望
す
る
意
を
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
第
九
首
は
、
妻
を
要

四
〇
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孟
郊
「
弔
元
魯
山
十
首
」
を
め
ぐ
っ
て

わ
れ
る
。

に
し
て
も
元
の
後
を
嗣
ぎ
う
る
者
と
し
て
自
分
を
意
識
し
て
い
る
、

四

少
な
く
と
も
元
と
の
つ
な
が
り
の
中
に
自
分
を
置
い
て
い
る
と
思

さ
て
、

る
こ
と
な
く
、
し
た
が
っ
て
子
の
無
い
ま
ま
終
っ
た
こ
と
、
第
十
首
は
、
兄
の
子
に
み
ず
か
ら
乳
を
与
え
て
渓
育
し
た
こ
と
の
、

も
元
徳
秀
の
家
庭
面
で
の
こ
と
が
ら
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
と
も
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
と
く
に
こ
れ
ら
の
こ
と
を
歌

っ
た
背
景
に
は
、
孟
郊
自
身
の
事
情
も
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

困

因

「
杏
瘍
九
首
」
お
よ
び
韓
愈
の
「
孟
東
野
失
子
」
詩
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
孟
郊
は
子
供
を
皆
幼
少
の
う
ち
に
亡
く
し
て
い
た
。

妻
を
要
ら
な
力
っ
た
元
徳
秀
と
事
梢
は
異
な
る
こ
せ
よ
、
子
の
無
い
こ
と
は
彼
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
ま
た
故
郷
に
ほ
ど
近
い
義
興
県
（
江

蘇
省
）

の
荘
園
に
、
当
時
幼
い
め
い
を
預
け
て
い
た
。

こ
の
め
い
を
お
も
い
や
っ
た
同
時
期
の
作
と
み
ら
れ
る
「
寄
義
興
小
女
子
」
詩
の

岡

最
後
に
は
、
「
我
は
詠
ず
元
魯
山
の
、
胸
臆
に
甘
滋
流
る
る
を
、
終
に
は
嘗
に
自
ら
乳
す
る
を
學
び
、
起
坐
常
に
相
随
ふ
べ
し
」
と
歌
い
、

元
徳
秀
の
自
乳
の
故
事
に
な
ら
い
た
い
と
い
う
思
い
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
九
、
十
首
と
も
、
自
己
の
置
か
れ
た
情
況
と
暗

に
比
擬
し
つ
つ
、

そ
の
行
い
を
思
い
慕
う
気
持
を
歌
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

連
作
全
体
を
通
し
て
整
理
し
て
み
る
と
、

会
を
与
え
ら
れ
れ
ば
古
代
の
聖
王
の
教
化
を
回
復
し
う
る
徳
を
も
つ
人
物
で
あ
り
、

徳
秀
に
深
い
敬
慕
の
念
を
寄
せ
る
だ
け
で
な
く
、

げ
つ
け
て
い
た
当
時
の
孟
郊
の
情
況
が
、

そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
世
俗
の
容
れ
る
と
こ
ろ
と
な
ら
ず

に
、
山
野
に
屁
れ
て
餓
死
す
る
道
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
点
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
元

そ
の
人
と
な
り

・
運
命
に
、
自
分
自
身
の
そ
れ
を
重
ね
て
い
る
印
象
の
あ
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
外
面
的
な
比
擬
が
認
め
ら
れ
る
最
後
の
二
首
に
顕
著
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
元
が
世
俗
に
合
わ
ぬ
が
ゆ
え
に
孤
高
を
守
り
、

貧
窮
の
う
ち
に
死
な
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

こ
と
へ
の
憤
り
を
く
り
返
し
歌
う
前
半
部
に
つ
い
て
も
、
貧
窮
の
な
か
で
社
会
へ
の
憤
り
を
投

そ
の
背
後
に
感
じ
と
れ
る
点
に
お
い
て、

同
様
に
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
第
六
、
七
、
八
首

冗
徳
秀
に
対
す
る
孟
郊
の
認
識
の
重
点
は
、

古
え
の
純
朴
な
本
性
を
保
持
し
、
機

元
和
三
年
ご
ろ
の
作
と
推
定
さ
れ
る
連
作
の

い
ず
れ
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に
考
え
て
み
た
い
。

孟
郊
「
弔
元
魯
山
十
首
」
を
め
ぐ
っ
て

そ
う
考
え
て
く
る
と
、
元
徳
秀
は
孟
郊
に
と
っ
て
、
敬
慕
の
対
象
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
実
践
に
お
け
る
模
範
と
な
る
人
物
、

理
想
と
す
る
に
足
る
人
物
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
と
に
晩
年
に
及
ん
で
、
外
面
的
な
類
似
性
が
強
ま
る
に
つ

れ
、
そ
の
意
識
は
深
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
元
を
理
想
と
仰
ぐ
こ
と
を
―
つ
の
支
え
と
し
て
、
孟
郊
は
老
い
と
貧
窮

が
、
同
時
に
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
生
き
方
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
意
図
も
含
ま
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
孟
郊
が

い
つ
ご
ろ
元
に
つ
い
て
知
っ
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

ら
の
考
え
方

・
行
動
を
社
会
に
調
和
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
ぬ
こ
と
を
思
い
知
っ
た
と
き
、

て
洛
陽
に
居
を
定
め
た
以
後
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
元
の
生
き
ざ
ま
に
心
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

せ
よ
、
孟
郊
の
生
き
方
の
一
貫
性
の
う
ら
に
は
、
元
徳
秀
の
存
在
が
有
力
な
支
え
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

孟
郊
の
生
き
方
お
よ
び
「
古
」

（四）

と
に
苛
ま
れ
つ
つ
も
な
お
、
「古」

拙
い
処
世
を
守
り
通
す
道
に
就
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
の
で
あ

自
分
の
儒
教
倫
理
、

そ
れ
は
お
そ
ら
く
裸
陽
（
江
蘇
省
）
の
尉
を
辞
し

い
ず
れ
に

の
理
念
の
も
ち
方
と
元
徳
秀
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
「
弔
元
魯
山
十
首
」
を
中
心
に
考
え
て
み
た
が
、

そ
れ
を
ひ
と
ま
ず
お
い
て
、
や
や
視
点
を
変
え
て
、
孟
郊
の
自
己
規
定
と
当
時
の
人
々
の
孟
郊
評
価
と
い
う
点
か
ら
、

孟
郊
が
こ
の
連
作
詩
を
書
い
た
理
由
は
、

一
義
的
に
は
「
古
」

る。

の
価
値
を
頑
な
に
唱
え
、

「古」

こ
の
問
題
を
さ
ら

孟
郊
は
自
ら
を
「
詩
人
」
と
称
す
る
。
現
代
か
ら
み
れ
ば
き
わ
め
て
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
の
よ
う
だ
が
、
当
時
に
お
い
て
は
、
「
詩
人
」

の
意
味
も
、
詩
経
の
う
た
び
と
の
意
か
ら
普
通
名
詞
と
し
て
の
詩
人
の
意
に
よ
う
や
く
移
項
し
た
ば
か
り
と
み
ら
れ
、
自
分
も
し
く
は
志

の
理
念
が
、
社
会
に
容
れ
ら
れ
ず
、
か
つ
自

の
道
を
守
っ
た
元
徳
秀
を
顕
彰
し
、

そ
の
徳
を
讃
え
る
こ
と
に
あ
る

四

ー
つ
の
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つ。

孟
郊
「
弔
元
魯
山
十
首
」
を
め
ぐ
っ
て

戚

股

劉

芦

史

虚

股

劉

言

史

の

窓
恐
被
詩
餓

欲
住
将
底
依

詩
餓
を
被
ら
ん
か
と

は

な

に

住
ま
ら
ん
と
欲
す
る
も
将
た
底
に
か
依
ら
ん

意
に
恐
る

「
弔
成
股
十
首

>
ず
れ
も
[
U頑
の
二
句
で
あ
る
。
劉
言
史
•
r
J
l
股
と
も
に
孟
郊
と
は
親
し
く

、

不
遇
の
ま
ま
に
一
生
を
終
っ
た
人
で
あ
っ
た
。h
H股
に
対

A
U▼ 

“
 

す
る
韓
愈
の
硲
誌
銘
に
は
、
「
党
に
飢
寒
に
よ
り
登
封
に
死
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

し
て
も
、
そ
れ
を

11

餓
死
II

と
表
現
す
る
孟
郊
の
認
識
に
は
、
具
体
的
な
個
人
の
死
を
こ
え
た
「
詩
人
」
の
巡
命
に
対
す
る
観
念
化
が
見

ら
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
も
と
よ
り
自
ら
の
運
命
で
あ
っ
た
。

餓
死
抱
空
山

餓
死
し
て
空
し
き
山
を
抱
く

囮

其
一
」

詩

ノ

多

消

蛸

詩

）

多

く

は

約

蛸

な

り

「
哭
劉
言
史
」

餓
死
良
已
多

餓
死
す
る
こ
と
良
に
已
に
多
し

多
く
餓
死
が
付
随
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、

四

不
遇
で
あ
り
飢
寒
の
う
ち
に
死
ん
だ
に

詩

人

業

孤

蛸

詩

人

業

孤

蛸

に

し

て

あ
る
こ
と
の
運
命
に
、

ま
ず
友
人
の
死
を
悼
む
詩
か
ら
、

例
を
掲
げ
よ

を
同
じ
く
す
る
ノ
を
「
詩
）
」
と
し
て
語
る
発
言
も
な
お
多
く
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
佑
況
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
山
之

内
正
彦
氏
の
検
討
が
あ
る
の
て
、
そ
れ
に
譲
る
。

こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
山
之
内
氏
も
気
づ
い
て
お
ら
れ
る
こ
と
だ
が
、
詩
人
で
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つ
い
て
、

こ
こ
に
は
触
れ
な
い
。
山
之
内
氏
の
こ
の
見
解
は
、
先

そ
の
詩
的
方
法
の
側
面
か
ら
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
「
精
神
的
な
痛
み
を
身
体
に
転
移
さ
せ
る
と
い
う
の
が
、

孟
郊
の
独
自

孟
郊
が
「
詩
飢
」
「
餓
死
」

と
書
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
必
然
性
に

高
潔
で
古
え
の
道
に
即
し
た
詩
を
作
る
の
で
あ
れ
ば
、

困
窮
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
が
、

そ
れ

そ
れ
で
は
、

な
ぜ

「
詩
人
」

ら
れ
て
い
る
。 「同

孟
郊

「
弔
元
魯
山
十
首
」
を
め
ぐ
っ
て

の
で
な
く
、

其
十
二
」

こ
れ
は
、
江
南
へ

帰
る
淡
公
と
い
う
僧
を
送
る
連
作
の
終
り
の
二
首
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
が
、
親
し
い
間
柄
ゆ
え
に
や
や
感
傷
的
な
口
吻

を
感
じ
さ
せ
な
が
ら
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
自
分
も
詩
人
と
し
て
孤
蛸
の
業
を
守
り
な
が
ら
飢
え
る
道
を
歩
む
し
か
な
い
と
い
う
思
い
が
語

の
運
命
は
餓
死
を
も
っ
て
終
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

だ
け
で
餓
死
が
必
然
で
あ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
山
之
内
氏
は
、

な
詩
的
方
法
な
の
で
あ
っ
て
、

社
会
と
相
容
れ
ず
、

こ
の
方
法
が
困
窮
を
対
象
と
す
る
な
ら
、
生
活
と
身
体
と
が
も
っ
と
も
鋭
く
交
叉
す
る
一
点
で
あ
る
飢
餓

^
q
 

が
引
き
出
さ
れ
て
く
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
切
。
」
こ
の
孟
郊
の
独
自
な
詩
的
方
法
に
つ
い
て
は
、
「
秋
懐
十
五
首
」
を
中
心
に
氏
に
詳
し
い

り

囮
“" 

分
析
が
あ
り
、
筆
者
も
「
峡
哀
十
首
」
に
お
い
て
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、

努
師
涙
鉗
雀
師
が
涙
の
霧
霧
た
る
を
努
す

詩

飢

老

不

愁

詩

飢

老

ゆ

る

も

愁

へ

ず

椅
詩
為
活
計
詩
に
椅
り
て
活
計
を
為
す
は

ょ

従
古
多
無
肥
古
へ
従
り
多
く
肥
ゆ
る
こ
と
無
し

餓
死
君
已
喰

餓
死
せ
る
を

囮

「
送
淡
公
十
二
首

其
十
一
」

な
げ

君
已
に
喰
け
り

惟
俗
的
な
食
う
た
め
の
詩
を
書
く

四
四
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孟
郊
「
弔
元
魯
山
十
首
」
を
め
ぐ
っ
て

が
ま
ず
あ
げ
ら
れ
る
が
、
こ
の
他
に
も
、
白
居
易
は
張
籍
ら
と
並
べ
て
、
「
愛
琴
愛
酒
愛
詩
の
客
、

四
五

中
散
歩
兵
終
に

さ
て
、

耳
聞
晒
巷
生

眼
見
魯
山
君

餓
死
始
有
名

餓
名
高
氣
謳

と
、
「
詩
人
」

の
一
人
で
あ
る
慮
股
に
、
元
徳
秀
の
姿
を
重
ね
て
見
て
い
る
の
は
、

即
し
た
詩
を
作
る
が
、
そ
れ
は
当
世
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
結
局
の
と
こ
ろ
餓
死
す
る
し
か
な
い
、
そ
れ
は
も
と
よ
り
望
ま
し
い
と
こ

ろ
で
は
な
い
が
、
餓
死
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
高
士
の
列
に
加
わ
っ
て
い
く
の
が
自
分
た
ち
「
詩
人
」
の
運
命
で
あ
り
、
あ
り
方
な
の
だ
と

い
う
の
が
、
孟
郊
の
認
識
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

が
、
そ
れ
を
あ
え
て
甘
受
し
た
こ
と
に
は
、
元
徳
秀
の
生
き
ざ
ま
に
対
す
る
共
感
が
根
底
に
あ

っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
認
識
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
孟
郊
を
、
周
囲
の
人
々
は
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
時
の
人
々
の
中
で

は
、
も
と
よ
り
韓
愈
が
最
も
多
く
孟
郊
を
語
り
、
最
も
高
く
評
価
す
る
。
そ
の
韓
愈
を
は
じ
め
と
し
て
、
孟
郊
に
対
す
る
多
く
の
評
価
の

中
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
彼
の
文
学
的
成
就
は
貧
窮
を
代
償
に
し
て
の
も
の

で
あ
る
と
い
う
認
識
が
色
濃
く
見
ら
れ
る
こ
と
と
、
人
格

の
高
潔
さ
と
貧
窮
と
が
結
び
つ
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

お
お
よ
そ

前
者
に
つ
い
て
は
、
「
大
凡
物
は
そ
の
平
ら
か
な
る
を
得
ざ
れ
ば
則
ち
鳴
る
」
と
い
う
書
き
出
し
で
著
名
な
、韓
愈
の
「
送
孟
東
野
序
」

多
賤
多
窮
多
苦
辛
、

餓
名

餓
死
し
て
始
め
て
名
有
り

高
く
氣
氣
た
り

耳
に
聞
く

犀
ご
見
る

魯
山
君

晒
巷
生

の
疑
問
に
対
す
る
―
つ
の
有
力
な
解
答
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
筆
者
は
、
そ
れ
と
と
も
に
、

作
用
し
て
い
る
と
考
え
る
。
先
に
一
部
を
引
い
た
「
弔
慮
股
十
首
」
の
第
六
首
の
冒
頭
に
、

そ
の
顕
著
な
例
で
あ
ろ
う
。
「
詩
人
」
は
古
え
の
道
に

餓
死
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
情
況
が
前
提
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う

こ
こ
に
も
元
徳
秀
へ
の
意
識
の
投
彩
が
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に
友
人
を
中
心
に
見
ら
れ
る
も
の
だ
が
、

学
者
の
代
表
格
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
見
の
が
せ
な
い
。

後
者
の
、
高
潔
さ
と
貧
窮
と
が
結
び
つ
け
ら
れ
た
発
言
は
、
と
く

る
。
「
足
下
は
オ
高
く
氣
清
く
、
古
の
道
を
行
ひ
て
、

耳
を
傾
け
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
言

っ
て
い

と
努
に
し
て
且
つ
苦
し
。
混
混

る
こ
と
勤
な
り
°
足
下
の
身
を
廊
す
る
こ

る
無
く
、
親

の

左

右

に

事

へ

て

違

ふ

無

し

°

足

下

の

心

を

用

ふ

図

で

は

あ

る

が

、
「
在
に
平
昌
の
孟
郊

人

を

追

ひ

て

之

に

従

ふ

。

」

ま

た

李

拗

は

、

推

薦

の

文

の

中

．

斡

天
下
に
周
き
も
遇
さ
る
る
所
無
し
」
と
言

と
世
と
相
濁
す
る
も
、
獨
り
そ
の
心
は
古

そ
の
親
を
安
ん
じ
養
ふ
を
得
ず
、

図

友

人

の

言

で
あ
り
、
し
か
も
多
く
推
熙
ゃ
哀
悼
の

な
る
も
の
有
り
、
貞
士
な
り
。
（
略
）
郊
、
窮
し
て
餓
ゑ
、、

生
前
品
位
低
し
」
と
歌
う
。

い
、
賣
島
は
哀
悼
の
詩
に
、
「
オ
行
古
人
に
齊
し
き
も

し
て
受
け
と
る
必
要
は
あ
る
。
ま
た
、
不
遇
の
士
を
高
潔
さ
ゆ
え
と
記
す
の
も
、
珍
し
い
こ
と
で

言
葉
で
あ
れ
ば
、
も
と
よ
り
割
り
引
き

に
あ
っ
て
も
、
貞
潔
な
行
い
を
守
り
通
し
た
と
認
識
さ
れ
、

は
な
い
。
し
か
し
、
孟
郊
は
貧
窮
の
中

受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
や
は
り
、

孟
郊
に
対
す
る
発
言
も
、

そ
の
評
価
の
要
点
と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
孟
郊
の
評
価
に
は
、

lo 

そ
れ
が
古
人
の
行
い
に
学
ぶ
も
の
と

き
ま
と
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
文
学
・
人
格
と
も
そ

そ
の
生
活
同
様
貧
窮
が
つ

う
。
そ
れ
に
は
、
頑

っ
て
一

連
の
高
い
評
価
を
得
て
い
る
と
言
え
よ

い
る
と
認
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ

の
貧
を
乗
り
こ
え
て
高
み
に
達
し
て.

,
、
｀
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今
の
世
に
虜
す
。

田
つ
く
り
て
衣
食
す

や
は
り
韓
愈
の
言
に
ま
ず

た
た
め
に
天
の
罰
を
受
け
た
詩
人
の
列
に
、

く

る

細

が
ゆ
え
に
そ
の
咎
を
受
け
て
困
窮
す
る
、

あ
る
い
は
「
萬
物
を
陵
暴
に
困
し
む
る
」

憐
ヽ

れ
る
も
の
で
あ
り

そ
の
全
体
の
中
に
位
置
づ
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
が
、

し
か
し
、

孟
郊
が
そ
う
し
た
文

と
い
う
考
え
方
は
、

一
命
に
も
及
ば
ず
し
て
、

剪“" 

張
籍
は
五
十
に
し
て
未
だ
一
太
祝
を
離
れ
ず
」
と
論
じ
て
お
り
、

図

「
東
野
窮
す
」
と
し
て
彼
を
加
え
て
い
る
。

当
時
の
文
学
論
に
顕
著
に
見
ら

に
し
て
試
協
律
に
終
り
、

こ
の
文
学
的
成
就
が
困
窮
の
代
償
と
し
て
あ
る
、

を
授
け
ら
れ
、

迪
剥
し
て
死
に
至
る
。
李
白
、
孟
浩
然
の
悲
は
、

さ
ら
に
陸
亀
蒙
は
、

天
物
の
情
状
を
暴
露
し

貴
か
ら
ず
、 孟

郊
「
弔
元
魯
山
十
首
」
を
め
ぐ
っ
て

⑱
 

孟
郊
張
籍
貧
に
過
ぐ
」
と
歌
い
、
ま
た

「
況
ん
や
詩
人
は
釦
し
む
こ
と
多
し
。

窮
悴
し
て
身
を
終
ゆ
。
近
日
、
孟
郊
は
六
十

陳
子
昂
、

杜
甫
の
如
き
は
、

各
お
の
一
拾
追

四
六
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さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
、

れ
る
。

た
孟
郊
自
身
の

な
な
ま
で
に
「
古
」

だ
ろ
う
が
、

孟
郊
の
「
詩
人
」
と
し
て
の
自
己
規
定
、

四
七

お
よ
び
孟
郊
の
評
価
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、

い
ず
れ
に

の
道
に
固
執
し
、
貧
窮
を
も
辞
さ
ぬ
孟
郊
の
生
き
方
が
、
あ
る
種
の
感
動
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
が
も
と
よ
り
あ
る

そ
れ
と
と
も
に
、
士
人
層
に
、

明
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、

孟
郊
「
弔
元
魯
山
十
首
」
を
め
ぐ
っ

て
そ
う
い
う
人
を
高
士
と
し
て
認
識
す
る
素
地
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
そ
の
際
、
高
士
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
モ
デ
ル
が
あ
り
え
て
よ
い
わ
け
で
あ
る
が
、
盛
唐
後
期
か
ら
古
文
運
動
を
中
心

と
し
た
復
古
主
義
の
活
動
を
行
っ
て
き
た
人
々
に
と
っ

て
、
元
徳
秀
が
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
孟
郊
を
高
く
評

価
し
た
人
々
に
対
し
て
も
、
小
さ
か
ら
ぬ
影
を
落
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
当
時
の
士
人
層
の
間
に
、
伯
夷
、
顔
回
な
ど
よ
り
身
近
か
な

存
在
で
あ
る
元
徳
秀
を
―
つ
の
モ
デ
ル
と
し
た
高
士
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
そ
れ
が
孟
郊
の
評
価
に
も
間
接
的
に
影
轡
し
、
ま

「
弔
元
魯
山
」
詩
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
比
擬
に
対
し
て
も
理
解
を
与
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、

の
論
旨
と
は
や
や
離
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
唐
代
に
お
い
て
比
較
的
高
か
っ
た
孟
郊
の
評
価
は
、
宋
代
以
降
は
一
転
し
、
古
文
家
の
一
人

図

で
も
あ
る
蘇
試
の
「
寒
轟
の
琥
び
」
と
の
評
語
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
貧
窮
を
あ
く
こ
と
な
く
歌
い
、
世
道
人
心
に
呪
誼
を
投
げ
つ
け

匈

る
側
面
を
酷
評
さ
れ
て
、
甚
だ
低
い
評
価
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
も
山
之
内
氏
の
整
理
が
あ
る
の
で
そ

れ
に
譲
り
た
い
。
た
だ
、
山
之
内
氏
は
あ
く
ま
で
孟
郊
の
文
学
の
方
法

・
性
格
、
お
よ
び
時
代
の
好
尚
と
い
う
点
か
ら
評
価
の
差
異
を
説

そ
れ
は
そ
の
通
り
で
あ
る
と
し
て
、

も
う
一
っ
、
唐
人
が
孟
郊
を
高
く
評
価
し
た
背
景
に
は
、
孟
郊
が
生
き
方

の
模
範
と
し
て
求
め
た
高
士
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
新
興
勢
力
と
し
て
官
界
に
位
置
を
占
め
る
べ
く
、
自
ら
の
文
学
と
理
念
と
を
求
め
て
活
動

し
た
士
人
層
の
共
感
を
得
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
士
人
層
の
勝
利
が
決
定
す
る
宋
代
以
降
に
は
、

遠
い
も
の
と
な
っ
て
、
む
し
ろ
そ
の
頑
な
な
側
面
ば
か
り
が
目
立

っ
て
し
ま

っ
た
と
い
う
こ
と
も
、
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

も
、
背
景
に
孟
郊
の
も
っ
た
高
士
の
イ
メ
ー
ジ
、

そ
の
共
感
が
す
で
に

こ
と
に
元
徳
秀
へ
の
敬
慕
と
比
擬
と
が
影
を
落
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
た

，
~
ヽ

．
＂‘
>
、

―ー―
-a
.. ^●
’. 

こ
れ
は
本
稿

'~ 
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世
間
と
規
格
が
合
わ
ず
、
文
学
は
造
化
の
秘
密
に
せ
ま
る
。
生
活
に
事
欠
き
な
が
ら
、
感
受
性
豊
か
に
、
日
常
の
生
活
時
間
を
も
無
視
し

関

て
詩
作
に
耽
る
。
川
合
康
三
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
古
今
を
問
わ
ぬ
、
天
生
の
詩
人
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ

い
。
孟
郊
が
自
身
を
「
詩
人
」
と
規
定
す
る
、
そ
の
背
景
に
は
、
先
の
よ
う
な
あ
る
思
い
入
れ
が
存
在
し
た
わ
け
だ
が
、
し
か
し
彼
は
、

そ
の
規
定
以
前
に
生
れ
な
が
ら
に
し
て
詩
人
と
し
て
の
資
質
を
持
ち
あ
わ
せ
て
い
た
。
そ
し
て
、
彼
は
結
局
そ
の
賓
質
の
ま
ま
に
生
き
た

朝
餐
動
及
午

夜
諷
恒
至
卯

朝
餐

夜
諷

線
春
思
已

IL

始
秋
悲
又
攪

線
か
に
春
に
し
て
思
ひ
は
已
に
飢
れ

み
だ

始
め
て
秋
に
し
て
悲
し
み
又
攪
る

動
も
す
れ
ば
午
に
及
び

あ
し
た

恒
に
卯
に
至
る

子

人
皆
餘
酒
肉

子
獨
不
得
飽

獨
り
飽
く
を
得
ず

人

皆

酒

肉

餘

れ

る

に

規

模

背

時

利

規

模

時

利

に

背

き
う
か
が

文

字

頗

天

巧

文

字

天

巧

を

戯

ふ

孟
郊
「
弔
元
魯
山
十
首
」
を
め
ぐ
っ
て

と
思
っ
。

韓
愈
が
貞
元
十
四
年
（
七
九
八
）
ご
ろ
沐
州
（
河
南
省
）

の
様
子
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

（五）

ー

燐

で
孟
郊
と
別
れ
る
際
に
贈
っ
た
詩
、
「
答
孟
郊
」

の
前
半
に
、

当
時
の
孟
郊

四
八
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孟
郊
「
弔
元
魯
山
十
首
」
を
め
ぐ
っ
て

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

「
古
」

し
か
し
、

孟
郊
は
、

四
九

詩
作
と
と
も
に
、

そ
の

の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
詩
の
感
性
、

「
古
」

韓
愈

・
李
鋤

・
張
籍
ら
と
親
し
く
交
際
し
、
復
古
運
動
に
お
い
て
も
漠
魏
詩
の
風
格
に
学
ぶ
そ
の
詩
作
に
よ
っ
て
そ
の
一
粟
を
担

っ
た

箇

が
、
文
章
ら
し
い
文
章
を
残
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
古
文
運
動
に
お
い
て
は
寄
与
す
る
と
こ
ろ
は
あ
ま
り
大
き
く
な
か
っ
た
も

の
理
念

・
儒
教
倫
理
に
お
け
る
観
念
性
か
ら
考
え
れ
ば
、

理
論
を
軸
に
組
み
た
て
る
文
章
は
、
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

へ
の
志
向
に
よ
っ
て
、
復
古
運
動
の
中
で
重
き
を
な
し
た
の
だ
と
思
う
。
観
念
的
な
「
古
」

の
理
念
と
狂
信
的
と
も
言
え
る
そ
の

唱
道
は
、
社
会
的
に
は
ほ
と
ん
ど
効
果
を
持
ち
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
韓
愈
た
ち
に
と
っ
て
は
、
社
会
に
受
け
容
れ
ら
れ
ず
と
も
頑

な
に
姿
勢
を
守
り
続
け
る
孟
郊
の
態
度
は
、
自
分
た
ち
の
立
場
を
切
り
開
い
て
い
く
上
で
精
神
的
な
支
え
と
な

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
先
の
よ
う
な
評
価
も
受
け
た
の
で
あ
る
。
孟
郊
が
元
徳
秀
に
心
を
寄
せ
た
の
は
、
彼
自
身
の
「
古
」
の
道
を
一

貫
さ
せ
る
支
え
と
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
思
う
。
だ
が
、
視
野
を
広
げ
て
復
古
運
動
の
中
で
考
え
て
み
る
と、

元
徳
秀
に
学
ぽ
う
と
し
た

孟
郊
は
、
ま
た
韓
愈
た
ち
の
精
神
的
支
え
で
あ

っ
た
。
ち
ょ
う
ど、

元
徳
秀
が
李
華
、
爾
頴
之
ら
の
精
神
的
支
え
で
あ
っ
た
よ
う
に
。
そ

れ
が
孟
郊
の
望
む
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
か
否
か
は
も
と
よ
り
わ
か
ら
な
い
。
が
、
と
も
か
く
そ
こ
に
、
孟
郊
の
「
古
」

の
実
践
の
意
義
が
あ

（注
）

り
「
韓
文
公
典
孟
東
野
友
善
、
韓
公
文
至
高
、
孟
長
於
五
言
、
時
琥
孟
詩
韓
筆
」
（
趙
燐
「
因
話
録
」
巻
三
）
な
ど
、
両
者
を
並
べ
て
語
る
評
語
は
少

な
く
な
い
。

③

丞

観

洞

古

今
、
象
外
逐
幽
好
、
横
空
盤
硬
語
、
妥
帖
力
排
界
」
（
「
薦
士
」
詩
。
錢
仲
聯
「
韓
昌
黎
詩
繋
年
集
繹
」
二
三
一
頁
）
。
以
下
、
韓
愈
の

詩
は
同
書
に
、
文
は
馬
通
伯
「
韓
昌
黎
文
集
校
注
」
に
依
り
、
そ
れ
ぞ
れ
「
集
繹
J

「
校
注
」
と
略
称
し
て
そ
の
頁
数
を
示
す
。

孟
郊
は
理
論
家
で
は
な
か

っ
た。

ノ
だ
と
思
わ
れ
る
。

(383) 
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孟
郊
「
弔
元
魯
山
十
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。
本
稿
で
は
孟
郊
の
詩
は
、
景
宋
本
「
孟
東
野
詩
集
」
（
一

お
よ
び
華
枕
之
校
訂
「
孟
東
野
詩
集
」
（
一

（
「
贈
蘇
州
章
郎
中
使
君
」
詩
「
孟
東
野
詩
集
」
巻
六
）

し
、
明
弘
治
刊
本
「
孟
東
野
詩
集
」
（
「
四
部
叢
刊
初
編
」
所
収
）

③
「
艇
埃
徐
庚
詞
、
金
玉
暫
劉
名
」

こ
。
以
下
「
孟
東
野
詩
集
」
か
ら
の
引
用
は
、
巻
数
の
み
記
す
。

九
六
七
年
大
安
土
＃
店
影
印
）
を
底
本
と、

其
他
没
淫
乎
漢
氏
失
」
（
「
送
孟
東
野
序
」
「
校
注
」
一
三
六
頁
）

九
五
九
年
上
海
人
民
出
版
社
刊
）
を
参
照
し
f

い
「
其
高
出
魏
晉
、
不
碗
而
及
於
古

一
五
六
頁
、
元
、
辛
文
房
「
唐
オ
子
包

、0
、
「
新
底
巴
巻
一
七
六
、
韓
愈
「
貞
曜
先
生
墓
誌
銘
」

「
校
注
」
一

伺

巻

十

ま
た
華
枕
之
に
「
孟
郊
年
諾
」
（
前
出
「
孟
東
野
詩
集
」
に
付
載
）
が
あ
る
。

伺
孟
郊
の
伝
記
は
、

「甜
唐
忠
」
巻
一
ナ

み
で
、
具
体
的
事
情
を
語
る
も
の
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。

巻
五
な
ど
に
よ
っ
て
大
要
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

分
「
祖
唐
書
」
「
新
唐
書
」
い
ず
れ
の
伝
に
も
、
「
少
隧
於
嵩
山
」
と
記
さ
れ
る
の

,1
、

⑧
「
集
霧
」
六
頁

⑨

r
集

澤

」

二

八

頁

な

お

「

古

怨

」

「

古

別

離

」

い

ず

れ

も

巻

一

。

孟

郊

の

詩

に

は

他

に

「

高

」

に
、
彼
の
思
想
的
な
大
筋
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

⑩
詩
中
の
「
古
」
字
の
用
例
は
一
〇
八
例
、
ま
た
詩
題
で
は
十
一
例
に
及
ぶ
。

「
道
」
「
君
子
」
な
ど
の
用
例
も
多
く
、
単
純
な
言
い
方
に
な
る
が
、
ま
ず
そ
の
あ
た
り

る

が

、

諸

本

に

従

っ

て

改

め

た

。

・

⑱

巻
二

」
（
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
第
六
八
）
。
こ
の
詩
に
つ
い
て
は
そ
の
六
五
頁
。

⑲
巻
四
。
な
お
第
十
一
句
の
「
亦
」
は
、
底
本
は
「
上
」
に
作

⑬
山
之
内
正
彦
「
孟
郊
詩
論
（
上
）
ー
連
作
詩
を
中
心
に
ー

⑲

巻

一

⑮

巻

二

⑱

巻

三

（
中
哲
文
学
会
報
、
第
四
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。

て
は
、
拙
稿
「
孟
郊
「
峡
哀
」
詩
試
論
」

⑰

巻

四

⑱
巻
十
。
な
お
「
峡
哀
十
首
」
に
つ
い

こ
の
他
、
元
結
の
「
元
魯
山
縣
墓
表
」
（
「
全
唐
文
」
巻
三
八
三
）
、
李
華
の

⑲
「
全
唐
詩
」
巻
二
四

0

ど
に
逸
事
を
記
す
。

図
元
徳
秀
の
伝
記
に
つ
い
て
は
、。

ま
た
李
頌
「
唐
國
史
補
」
錢
希
白
「
南
部
新
書
」
な

二
0
)
な
ど
の
預
料
が
あ
る

「
元
魯
山
墓
喝
銘
」
（
「
全
唐
文
」
巻
一
―
―

五
〇

(384) 



僻四 (21) 

孟
郊
「
弔
元
魯
山
十
首
」
を
め
ぐ
っ
て

五

「
菩
唐
書
」
に
よ
れ
ば
、
「
初
、
兄
子
禄
裸
喪
親
、
無
資
得
乳
嬬
、
徳
秀
自
乳
之
、
敷
日
淮
流
、
能
食
乃
止
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

「
蘇
源
明
常
語
人
曰
、
吾
不
幸
生
衰
俗
、
所
不
恥
者
、
識
元
紫
芝
也
」
（
「
哲
唐
書
」
元
徳
秀
伝
）

「
唐
代
古
文
運
動
の
形
成
過
程
」
（
日
本
中
国
学
会
報
、
第
二
九
）

拗
「
伯
夷
古
賢
人
、
魯
山
亦
其
徒
、
時
哉
無
奈
何
、
倶
化
為
餓
眸
、
念
彼
益
自
愧
、
不
敢
忘
斯
須
」
。
「
題
座
隅
」
詩
は
顧
学
頷
校
点
「
白
居
易
集
」

（
中
華
書
局
刊
）
巻
七
。
な
お
「
倶
化
為
餓
浮
」
の
句
に
は
、
「
元
魯
山
山
居
阻
水
、
食
絶
而
終
」
と
の
自
注
が
あ
る
。

僻
「
皮
子
文
藪
」
巻
十

箇
「
淮
南
子
」
原
道
訓
「
秋
風
下
霜
、
致
生
挫
偏
、
腐
鵡
拇
鴛
、
昆
鍋
蟄
蔵
」
な
ど
、
力
の
強
い
鳥
が
獲
物
を
捕
え
る
こ
と
を
言
う
語
だ
が
、
こ
こ
は

権
カ

・
武
力
を
握
る
者
の
比
喩
と
解
し
た
。
な
お
、
以
下
注
釈
を
加
え
る
べ
き
個
所
は
多
い
が
、
冗
漫
に
わ
た
る
恐
れ
も
あ
り
、
と
く
に
必
要
と
思
わ

れ
る
も
の
に
と
ど
め
た
い
。
見
慎
れ
な
い
熟
語
が
多
数
あ
る
が
、
そ
の
大
半
は
他
の
使
用
例
が
容
易
に
見
出
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
言
い
蔀
え

て
お
く
。
ま
た
、
孟
郊
の
詩
の
注
釈
書
と
し
て
は
、
選
注
本
と
し
て
夏
敬
観
「
孟
郊
詩
選
注
」
（
「
萬
有
文
庫
苔
要
」
）
、
劉
斯
翰
「
孟
郊
買
島
詩
選
」

（
三
聯
書
店
）
が
、
全
篇
に
わ
た
る
も
の
と
し
て
は
陳
延
傑
「
孟
東
野
詩
注
」
（
台
北
、
新
文
盟
出
版
公
司
）
が
あ
る
が
、
こ
の
連
作
に
つ
い
て
は
、
あ

る
い
は
収
め
ず
、
ま
た
あ
る
い
は
詳
細
な
注
を
施
さ
ず
、
あ
ま
り
参
考
と
は
な
ら
な
い
。

・

⑰
「
自
剖
」
は
、
東
方
朔
「
七
諫

．
怨
思
」
（
王
逸
「
楚
辟
章
句
」
巻
十
三
）
の
「
比
干
忠
而
剖
心
、
子
推
自
割
而
臥
君
分
」
を
参
考
と
し
て
、
自
ら

君
主
、
世
俗
に
合
わ
せ
る
こ
と
と
解
し
て
み
た
。

⑱
「
漢
屯
』
」
雨
蒻
飽
伝
に
「
音
以
明
自
錯
」
と
あ
る
。
な
お
「
煎
蒸
」
は
他
の
用
例
を
見
出
し
て
い
な
い
。

図
「
老
子
」
第
五
章
に
「
天
地
之
間
、
其
猶
染
箱
乎
」
と
あ
る
の
を
ふ
ま
え
た
も
の
か
。

⑳
「
合
莫
」
は
「
稼
記
」
證
運
篇
の
「
君
興
夫
人
交
猷
、
以
嘉
魂
暁
、
是
謂
合
莫
」
と
あ
る
の
を
ふ
ま
え
る
か
。

⑳
「
石
涼
十
首
、
其
十
」
（
巻
四
）
に
「
勁
殿
刷
幽
視
」
と
あ
る
。

図
元
徳
秀
が
母
を
自
ら
背
負
っ
て
長
安
へ
出
た
こ
と
は
知
ら
れ
る
が
、
自
ら
車
を
駕
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
記
事
は
見
出
せ
な
い
。

図

弘

治

本
、
全
唐
詩
な
ど
で
は
「
韻
海
」
に
作
る
が
、
い
ず
れ
も
他
の
用
例
は
見
出
せ
な
い
。
な
お
、
宋
國
材
・
劉
辰
翁
評
「
孟
東
野
詩
集
」
に
は
、

こ
の
部
分
（
同
書
は
「
蹟
海
」
に
作
る
）
に
、
「
毎
有
此
等
新
字
」
と
の
宋
の
評
語
を
記
す
。

⑳
「
元
徳
秀
誅
」
は
「
全
唐
文
」
巻
四
三
五
。
そ
の
全
文
は
、
「
誰
為
府
君
、
犬
必
哨
肉
、
誰
為
府
僚
、
馬
必
食
粟
、
誰
死
元
公
、
鞍
死
空
腹
」

る。

で
あ
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孟
郊
「
弔
元
魯
山
十
首
」
を
め
ぐ
っ
て

⑱

巻

十

⑲
「
集
繹
」
二
九
三
頁

岡

「

我

詠
元
魯
山
、
胸
臆
流
甘
滋
、
終
嘗
學
自
乳
、
起
坐
常
相
閑
」
（
巻
七
）

⑱
前
掲
論
文
二
三
頁

⑲

巻

十

⑩

巻

十

⑱

「

覚
飢
寒
死
登
封
」
（
「
登
封
縣
尉
瓜
股
墓
誌
」
「
校
注
」

ニ
ー
一
頁
）

⑬
巻
八
。
な
お
第
十
一
首
は
第
五
句
よ
り
第
八
句
ま
で
、
第
十
二
首
は
第
九
句
よ
り
第
十
二
句
ま
で
の
引
用
で
あ
る
。
ま
た
第
十
二
首
は
、
山
之
内
氏

前
掲
論
文
十
九
頁
に
注
解
が
あ
る
。

⑬
前
掲
論
文
二
三
頁

紗
前
掲
論
文
第
二
幸

，
／

個
前
掲
論
文

⑯
「
哭
劉
言
史
」
「
弔
瓜
股
十
首
」
「
送
淡
公
十
二
首
」
い
ず
れ
も
「
弔
元
魯
山
十
首
」
同
様
、
晩
年
の
作
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

⑰
「
大
凡
物
不
得
其
平
則
嗚
。
」

⑱
「
愛
琴
愛
酒
愛
詩
客
、
多
賤
多
窮
多
苦
辛
、
中
散
歩
兵
終
不
費
、
孟
郊
張
籍
過
於
貧
」
（
「
詩
酒
琴
人
、
例
多
薄
命
、
予
酷
好
三
事
、
雅
嘗
此
科
、
而

七
言
排
律
の
冒
頭
四
句
。
「
白
居
易
集
」
巻
三
二
）

命
、
窮
悴
終
身
、
近
日
、
孟
郊
六
十、

終
試
協

所
得
已
多
、
為
幸
斯
甚
、
偶
成
狂
詠
、
聯
窯
愧
懐
」
詩
、

⑲
「
況
詩
人
多
窪
、
如
陳
子
昂
、
杜
甫
、
各
授
一
拾
遺
、
而
通
剥
至
死
、
李
白
、
孟
浩
然
輩
、
不
及
一

使
自
萌
卵
至
於
橋
死
、
不
得
陸
伏
、
天
能
不
致
罰
耶
、
長

律
、
張
籍
五
十、

未
離
一
太
祝
」
（
「
興
元
九
書
」
「
白
居
易
集
」
巻
四
五
）

箇
「
吾
聞
淫
敗
漁
者
、
謂
之
暴
天
物
、
天
物
即
不
可
暴
、
又
可
扶
摘
刻
削
、
露
其
梢
状
乎
、

吉
夭
、
東
野
窮
、
玉
殺
生
官
不
桂
朝
而
死
、
正
坐
是
哉
、
正
坐
是
哉
」
（
「
密
李
烈
小
他
後
」
「
甫
里
先
生
文
集
」
巻
一
八
）

C
見
え
る
詩
句
。
「
勃
興
得
李
杜
、
萬
物
困
陵
暴
。
」

二
九
四
頁
）
な
ど
。
な
お
、
韓
愈
の
こ
う
し
た
考
え

⑱
韓
愈
の
「
四
士
」
詩
i

五
三
頁
）
、
「
柳
子
厚
廷
誌
銘
」
（
「
校
注
」

II

不
平
則
嗚
II

典
II

文
窮
盆
エ
“
」
の
項
に
整
理
が
あ
り
、
ま
た
林
田
恨
之
助

図

例

え

ば
、
韓
愈
の
「
荊
油
唱
和
詩
序
」
(

r

校
注
」
一

方
に
つ
い
て
は
、
羅
根
澤
「
中
国
文
学
批
評
史
」
第
四
編
第
七
-
早
四
「

五

(386) 



五

「
韓
愈
に
お
け
る
登
憤
著
書
の
説
」
（
文
学
研
究
、
第
七
十
）
に
も
論
が
あ
る
。

図
「
足
下
オ
高
氣
清
、
行
古
道
、
虞
今
世
、
無
田
而
衣
食
、
事
親
左
右
無
違
、
足
下
之
用
心
勤
失
、
足
下
之
虞
身
努
且
苦
失
、
混
混
興
世
相
濁
、
獨
其

心
追
古
人
而
従
之
」
（
「
興
孟
東
野
書
」
「
校
注
」
七
九
頁
）

図
「
萩
有
平
昌
孟
郊
、
貞
士
也
、
（
略
）
郊
窮
餓
、
不
得
安
挫
其
親
、
周
天
下
無
所
遇
」
（
「
薦
所
知
於
徐
州
張
僕
射
書
」

r
李
文
公
集
」
巻
八
）

個
「
オ
行
古
人
齊
、
生
前
品
位
低
」
（
「
弔
孟
協
律
」
詩
「
長
江
集
」
巻
三
）

斡
「
讀
孟
郊
詩
二
首
、
其
一
」
（
『
東
披
集
」
巻
九
）
に
見
え
る
言
葉
。
本
文
の
み
全
篇
を
掲
げ
る
。
「
夜
讀
孟
郊
詩
、
細
字
如
牛
毛
、
寒
燈
照
昏
花
、

佳
慮
時
一
遭
、
孤
芳
擢
荒
稼
、
苦
語
餘
詩
騒
、
水
清
石
竪
竪
、
淵
激
不
受
筒
、
初
如
食
小
魚
、
所
得
不
償
労
、
又
似
煮
彰
鎚
、
寛
日
持
空
整
、
要
嘗
闊

憎
清
、
未
足
嘗
韓
豪
、
人
生
如
朝
露
、
日
夜
火
消
音
、
何
苦
将
雨
耳
、
聴
此
寒
娼
琥
、
不
如
且
置
之
、
飲
我
玉
色
醒
」

罰
前
掲
論
文
三
頁
よ
り
八
頁
。

図
「
集
繹
」
二
七
頁
。
な
お
、
こ
の
詩
の
後
半
に
も
「
古
心
自
ら
鞭
つ
と
雖
も
、
世
路
終
に
拗
き
難
し
古
心
雖
自
鞭
、
世
路
終
難
拗
」
と
「
古
心
」

の
語
が
見
え
る
。
韓
愈
の
詩
に
「
古
心
」
が
歌
わ
れ
る
の
は
先
の
「
孟
生
詩
」
と
こ
の
詩
の
み
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
孟
郊
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
こ

と
は
注
目
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

⑲
「
韓
愈
の
「
古
」
へ
の
志
向
ー
ー
貞
元
年
間
を
中
心
に
|
|
」
（
集
刊
東
洋
学
、
第
五
一
）
五
九
頁

箇
現
存
す
る
孟
郊
の
文
章
は
、
「
讚
維
摩
詰
」
「
上
常
州
嵐
使
君
書
」
「
又
上
養
生
書
」
（
い
ず
れ
も
巻
十
）
の
三
篇
の
み
で
あ
る
。
書
の
二
篇
は
比
較
的

長
文
で
あ
る
が
、
論
旨
は
観
念
的
で
単
調
で
あ
り
、
文
章
を
必
ず
し
も
得
意
と
し
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

孟
郊
「
弔
元
魯
山
十
首
」
を
め
ぐ
っ
て
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