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黄
宗
羲
の
明
文
総
集
編
纂
と
詩
文
観

│
「
習
気
」
の
批
判
と
「
性
情
」
の
重
視

│

豊
　
島
　
ゆ
う
子

問
題
の
所
在

明
末
清
初
の
思
想
家
・
黄
宗
羲
（
一
六
一
〇
年-

一
六
九
五
年
）

は
康
煕
年
間
（
一
六
六
二
年-

）
に
入
っ
て
以
降
、『
明
儒
学
案
』
の

編
纂
や
講
学
活
動
を
行
う
と
同
時
に
、『
明
文
案
』等
の
文
集
編
纂
や
、

詩
文
の
執
筆
に
も
力
を
注
い
だ
。

筆
者
は
前
稿
に
お
い
て
、
黄
宗
羲
が
自
身
を
と
り
ま
く
具
体
的
な

状
況
の
中
で
師
の
劉
宗
周
の
思
想
を
受
容
し
、
そ
こ
か
ら
「
成
説
」

を
墨
守
す
る
態
度
に
対
し
て
「
深
思
」「
自
得
」
を
重
視
す
る
学
問

観
を
完
成
さ
せ
、
そ
の
学
問
観
を
『
明
儒
学
案
』
を
構
成
す
る
一
要

素
へ
と
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
そ
し
て
上
下
二
篇
か

ら
な
る
「
明
文
案
序
」
に
代
表
さ
れ
る
黄
宗
羲
の
詩
文
観
も
、
黄
宗

羲
の
学
問
観
の
一
角
を
な
し
て
お
り
、『
明
儒
学
案
』
成
立
の
背
景

を
総
合
的
に
検
討
し
て
い
く
上
で
も
手
が
か
り
に
な
る
の
で
は
な
い

か
、
と
の
見
通
し
を
立
て
た）

1
（

。
こ
の
よ
う
な
見
通
し
に
基
づ
く
検
討

の
前
提
作
業
と
し
て
、
本
論
で
は
黄
宗
羲
の
「
明
文
案
序
」
お
よ
び

黄
宗
羲
の
編
纂
し
た
明
文
総
集
を
出
発
点
と
し
、
黄
宗
羲
の
詩
文
観

を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

黄
宗
羲
が
『
明
儒
学
案
』
を
編
纂
し
た
一
方
で
、
明
一
代
の
文
を

収
集
し
た
総
集
を
編
纂
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的

に
は
、先
に
挙
げ
た
「
明
文
案
序
」
の
冠
せ
ら
れ
た
『
明
文
案
』、『
明

文
案
』
を
増
補
修
訂
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
『
明
文
海
』、
そ
し

て
黄
宗
羲
の
子
・
黄
百
家
の
た
め
に
『
明
文
案
』『
明
文
海
』
の
中

か
ら
優
れ
た
も
の
を
選
び
、評
語
を
加
え
た
『
明
文
授
読
』
が
あ
る
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
研
究
と
し
て
、
福
本
雅
一
氏
は
『
明
文
授
読
』

の
評
語
を
取
り
あ
げ
、
そ
の
選
択
の
特
徴
を
ま
と
め
て
い
る）

2
（

。
そ
の

後
、
野
村
鮎
子
氏
は
『
明
文
案
』
の
版
本
調
査
を
お
こ
な
い
、
そ
の

特
徴
を
分
析
し
て
い
る）

3
（

。
そ
こ
で
、
本
論
第
一
節
で
は
ま
ず
両
氏
の

研
究
成
果
を
紹
介
し
、
問
題
の
整
理
を
お
こ
な
っ
た
上
で
、
黄
宗
羲

の
「
明
文
案
序
」
お
よ
び
黄
宗
羲
の
編
纂
し
た
明
文
総
集
に
、
ど
の

集
刊
東
洋
学 
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よ
う
な
詩
文
観
が
見
ら
れ
る
か
を
検
討
す
る
。

次
に
、
本
論
第
二
節
で
は
、
第
一
節
で
検
討
し
た
「
明
文
案
序
」

及
び
明
文
総
集
に
み
ら
れ
る
詩
文
観
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察
を
深
め

る
た
め
に
、
黄
宗
羲
の
他
の
著
述
に
現
れ
る
詩
文
観
を
分
析
す
る
。

黄
宗
羲
の
詩
文
観
に
つ
い
て
は
、
既
に
多
く
の
先
行
研
究
が
あ
り
、

黄
宗
羲
が
「
性
情
」
を
重
視
し
、
模
倣
を
批
判
し
て
い
た
こ
と
、
そ

の
背
景
に
は
清
初
に
お
け
る
古
文
辞
派
に
対
す
る
批
判
の
風
潮
が

あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
福
本
雅
一
氏
は
、「
排
他
的
な

画
一
主
義
」
を
批
判
し
「
自
己
の
心
情
に
忠
実
な
、
個
性
的
な
詩
」

を
重
視
し
た
と
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
は
、「
擬
古
派
の
付
和
雷
同

と
模
擬
剽
窃
」
を
批
判
し
た
銭
謙
益
及
び
艾
南
英
の
影
響
を
受
け
て

い
た
こ
と
を
挙
げ
る）

4
（

。
項
念
東
氏
は
、
黄
宗
羲
が
「
学
」
に
基
づ
い

た
「
性
情
」
を
表
現
し
た
詩
を
理
想
と
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る）
5
（

。
こ
れ
ら
に
関
し
て
、
本
論
第
二
節
で
は
、
特
に
本
論
第
一
節
の

考
察
に
基
づ
い
て
黄
宗
羲
の
重
視
す
る
「
性
情
」
の
内
容
を
習
気
と

の
関
わ
り
か
ら
分
析
し
た
い
。

そ
の
上
で
、
第
三
節
で
は
そ
の
よ
う
な
黄
宗
羲
の
詩
文
観
が
、
明

末
及
び
同
時
代
の
文
人
批
判
に
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
い
る
の
か
を
確

認
す
る
。
黄
宗
羲
の
文
集
編
纂
と
詩
文
観
、
そ
し
て
明
末
及
び
同
時

代
の
文
人
批
判
に
つ
い
て
、
ひ
と
つ
の
脈
絡
を
も
っ
た
も
の
と
し
て

説
明
さ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、同
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
『
明
儒
学
案
』

の
編
纂
背
景
を
考
え
て
い
く
手
が
か
り
に
も
な
る
と
思
わ
れ
る）

6
（

。

第
一
節
　
黄
宗
羲
の
明
文
総
集
の
特
徴

（
1
）　
先
行
研
究
の
成
果

初
め
に
、『
明
文
案
』『
明
文
海
』『
明
文
授
読
』
に
関
し
て
、
先

行
研
究
の
成
果
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
福
本
雅
一
氏）

7
（

は
、『
明
文
授
読
』
の
収
録
内
容
を
調
査
し
、

「
六
十
二
巻
に
収
め
る
作
家
凡
そ
三
百
、
篇
数
凡
そ
七
百
八
十
」
と

い
う
全
体
数
と
、
十
篇
以
上
採
録
さ
れ
て
い
る
作
家
と
採
録
数
に
つ

い
て
調
査
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
福
本
氏
が
挙
げ
て
い
る
傾
向

の
一
つ
は
、「
自
己
と
傾
向
・
主
張
を
同
じ
く
す
る
、
帰
有
光
、
銭

謙
益
、
艾
南
英
を
録
す
る
こ
と
の
多
い
の
に
比
し
、
擬
古
派
の
作
は
、

殆
ど
黙
殺
し
て
い
る
こ
と
」
で
あ
る
。
確
か
に
、
黄
宗
羲
は
そ
の
明

文
総
集
の
中
で
、
銭
謙
益
・
艾
南
英
に
つ
い
て
は
批
判
を
し
つ
つ
も

そ
の
作
品
を
多
く
採
録
し
、
一
方
古
文
辞
派
に
つ
い
て
は
、
批
判
し

た
上
で
殆
ど
採
録
も
し
て
い
な
い
。
で
は
、
黄
宗
羲
は
ど
の
よ
う
な

基
準
に
よ
っ
て
判
断
し
、
結
果
的
に
そ
の
よ
う
な
態
度
の
違
い
が
生

じ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
本
論
で
は
過
去
や
同

時
代
の
文
人
に
対
す
る
黄
宗
羲
の
批
判
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
事

例
を
取
り
あ
げ
て
分
析
し
、
そ
の
中
に
窺
え
る
黄
宗
羲
の
問
題
意
識

に
つ
い
て
考
え
る
。

次
に
、
野
村
鮎
子
氏
は
、『
明
文
案
』『
明
文
海
』
が
採
録
す
る
帰

有
光
の
文
を
調
査
し
、
黄
宗
羲
は
銭
謙
益
の
手
が
加
わ
っ
て
い
る
帰



66

荘
の
康
煕
年
間
刊
『
震
川
先
生
集
』（
康
煕
本
）
に
拠
ら
ず
、
万
暦

年
間
に
刊
行
さ
れ
た
崑
山
本
・
常
熟
本
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
い
る）

8
（

。
ま
た
、
氏
は
「
明
文
案
序
」
及
び
『
明
文
案
』
に

つ
い
て
分
析
し
、
現
存
す
る
「
明
文
案
序
」
の
諸
本
間
に
文
字
の
異

動
が
存
在
し
、
そ
こ
に
は
、
黄
宗
羲
の
銭
謙
益
観
が
関
係
し
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
た）

9
（

。
さ
ら
に
、
氏
は
『
明
文
案
』
の
中
で
採
録
篇
数

の
多
い
作
家
二
十
人
を
挙
げ
、
そ
の
特
徴
と
し
て
、『
明
文
案
』
が

最
も
多
く
採
録
す
る
の
は
銭
謙
益
の
文
で
あ
る
こ
と
と
、
古
文
辞
派

に
対
し
て
「
冷
淡
」
で
あ
り
、「
唐
宋
の
古
文
を
継
承
し
た
作
家
」

に
評
価
の
主
眼
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
氏
の
一
連
の
研
究
に

よ
っ
て
、「
明
文
案
序
」
お
よ
び
『
明
文
案
』
の
内
容
や
編
纂
資
料

の
選
定
と
い
っ
た
場
面
に
、
銭
謙
益
批
判
な
ど
黄
宗
羲
個
人
の
考
え

方
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た）

10
（

。

と
こ
ろ
で
、
氏
は
「
明
文
案
序
上
」
に
お
い
て
『
明
文
案
』
の
編

纂
基
準
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
「
一
往
情
深
」
と
い
う
言
葉
が
、
帰
有

光
の
文
章
に
対
す
る
黄
宗
羲
の
評
価
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
、「
情
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
、「
文
は
理
が

通
っ
て
い
る
こ
と
が
要
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
情
が
こ
も
っ
て
い
な

け
れ
ば
、
理
屈
だ
け
で
中
身
の
無
い
も
の
と
な
る
」
も
の
で
、
文
に

と
っ
て
「
缼
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
」
で
あ
る
と
説
明
す
る
に
止
ま
っ

て
い
る）

11
（

。
も
と
よ
り
、
野
村
氏
の
研
究
は
こ
の
こ
と
を
主
眼
と
し
た

も
の
で
は
な
い
が
、「
情
」
の
内
容
に
つ
い
て
も
分
析
の
余
地
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
論
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
も
検
討

を
進
め
て
い
き
た
い
。

（
2
）　「
明
文
案
序
」

黄
宗
羲
は
康
煕
十
四
年
、「
明
文
案
序
上）

12
（

」
の
中
で
、
自
ら
の
と

ら
え
た
明
代
文
学
観
を
示
し
た
上
で
、『
明
文
案
』
編
纂
の
動
機
に

つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
以
下
「
明
文
案
序
上
」
を
検
討
し
て
い
く
が
、

そ
の
際
に
は
実
際
の
『
明
文
案
』
の
形
式
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
「
明

文
案
序
上
」
の
内
容
を
理
解
し
、
逆
に
『
明
文
案
』
の
形
式
の
意
味

に
つ
い
て
も
「
明
文
案
序
上
」
か
ら
考
察
す
る
と
い
う
方
法
を
と
る
。

ま
ず
黄
宗
羲
は
、明
代
の
文
人
を
明
代
以
前
の
文
人
「
韓
・
杜
・
欧
・

蘇
・
遺
山
・
牧
菴
・
道
園
」
に
較
べ
て
、
一
つ
一
つ
の
文
に
つ
い
て

見
れ
ば
明
代
に
も
彼
ら
の
文
と
比
肩
し
う
る
文
が
あ
る
が
、
一
人
の

文
人
と
し
て
見
た
場
合
、
明
代
に
は
彼
ら
の
よ
う
に
優
れ
た
存
在
は

出
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る）

13
（

。
優
れ
た
文
人
と
し
て
唐
以
降
の
文
人

を
挙
げ
て
い
る
点
に
は
、
古
文
辞
派
を
批
判
し
て
唐
以
降
の
文
を
重

視
す
る
黄
宗
羲
の
立
場
が
現
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

次
に
、
黄
宗
羲
は
そ
の
原
因
と
し
て
、「
場
屋
之
業
」、
つ
ま
り
科

挙
の
受
験
勉
強
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
黄
宗
羲
に
よ
れ
ば
、
銭
謙
益

か
ら
「
明
文
第
一
」
と
評
さ
れ
る
帰
有
光
で
さ
え
も
、し
ば
し
ば
「
時

文
」、
科
挙
の
た
め
の
八
股
文
が
そ
の
文
の
中
に
入
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
。
そ
し
て
そ
の
原
因
は
、
明
代
の
人
士
の
心
の
活
力
が
科
挙
の
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学
問
に
そ
そ
が
れ
て
お
り
、
そ
の
余
力
で
古
文
を
作
っ
て
い
た
こ
と

だ
と
し
て
い
る）

14
（

。明
代
に
優
れ
た
文
人
が
出
な
か
っ
た
原
因
と
し
て
、

科
挙
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
も
の
の
、
こ
こ

で
は
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

続
い
て
黄
宗
羲
は
、「
前
代
古
文
之
選
」
と
し
て
『
文
選
』
か
ら
『
元

文
類
』
ま
で
の
四
種
を
取
り
あ
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
点
を
指
摘
し

て
い
く
。
具
体
的
に
は
、『
文
選
』
は
修
辞
を
主
と
し
、『
唐
文
粋
』

も
『
文
選
』
と
同
様
で
あ
り
、『
宋
文
鑑
』
は
「
政
事
」
を
主
と
し
、

『
元
文
類
』
は
「
未
成
之
書
」
で
あ
る
と
す
る）

15
（

。
そ
の
上
で
、「
も
し

『
明
文
案
』
を
四
選
と
並
べ
て
み
る
と
、（『
明
文
案
』
の
）
文
章
の

盛
大
さ
は
、
こ
れ
ら
に
勝
っ
て
い
る
と
言
え
そ
う
だ
（
若
以
文
案
与

四
選
並
列
、
文
章
之
盛
、
似
謂
過
之
）」
と
ま
と
め
、
次
の
よ
う
に

説
明
を
展
開
す
る
。

そ
も
そ
も
そ
の
人
が
前
代
に
及
ば
な
い
の
に
、
そ
の
文
が
反
っ

て
前
代
に
勝
っ
て
い
る
の
は
、
ま
こ
と
に
一
つ
の
形
式
に
よ
っ

て
名
づ
け
ず
、
た
だ
そ
の
ひ
た
す
ら
深
い
情
へ
向
か
っ
て
い
く

こ
と
だ
け
を
視
る
こ
と
に
よ
っ
て
、そ
し
て
こ
れ
を
収
集
し
た
。

（
夫
其
人
不
能
及
於
前
代
、
而
其
文
反
能
過
於
前
代
者
、
良
由

不
名
一
轍
、
唯
視
其
一
往
深
情
、
従
而
捃
摭
之
。）（「
明
文
案

序
上
」）

黄
宗
羲
は
『
明
文
案
』
の
文
が
優
れ
て
い
る
理
由
と
し
て
、『
明
文
案
』

の
編
纂
方
法
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
の
形
式
に
こ

だ
わ
ら
ず
、「
そ
の
文
が
ひ
と
え
に
深
い
情
へ
向
か
っ
て
い
く
こ
と
」

を
重
視
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
黄
宗
羲
は
先
に
取
り
あ
げ
た
前
代
ま
で
の
総
集
を
意
識

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
黄
宗
羲
か
ら
見
れ
ば
、『
文
選
』で
は「
修

辞
」、『
宋
文
鑑
』
は
「
政
事
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
前
代
ま
で
の
総

集
は
そ
れ
ぞ
れ
に
主
と
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

『
明
文
案
』
は
一
つ
の
形
式
に
よ
ら
ず
、「
情
」
を
基
準
と
し
て
文
章

を
選
定
し
た
と
言
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
。

実
際
の
『
明
文
案
』
の
体
裁
を
見
て
み
る
と
、「
賦
」
か
ら
は
じ

ま
り
形
式
ご
と
に
文
章
を
収
録
し
て
お
り
、
個
々
の
文
章
は
時
代
順

に
排
列
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
形
式
で
、
採
録
さ
れ
て
い
る
篇

数
も
一
定
し
て
お
ら
ず
、
作
家
に
よ
っ
て
大
幅
に
異
な
る
。
こ
こ
か

ら
、
形
式
を
主
と
せ
ず
、
情
に
よ
っ
て
一
篇
一
篇
の
文
を
選
ん
で
い

た
黄
宗
羲
の
意
識
が
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
「
一
往
深
情
」
に
つ
い
て
は
、
既
に
野
村
氏
が
指
摘
し
て
お

り
、
ひ
た
す
ら
に
情
が
深
ま
っ
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
た
も
の
で
、

黄
宗
羲
が
帰
有
光
の
文
を
評
価
す
る
時
に
も
使
わ
れ
て
い
る
表
現
で

あ
る
。
さ
ら
に
、黄
宗
羲
は
「
情
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

古
か
ら
今
ま
で
の
情
は
尽
き
る
こ
と
が
な
い
が
、一
人
の
情
は
、

極
ま
っ
て
い
る
も
の
と
極
ま
っ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
。（
今

古
之
情
無
尽
、而
一
人
之
情
、有
至
有
不
至
。（「
明
文
案
序
上
」）

情
が
「
至
」
る
と
い
う
の
は
、「
一
往
深
情
」
に
よ
っ
て
深
ま
っ
た
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情
が
、
こ
の
上
な
い
状
態
に
な
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
黄

宗
羲
は
、
現
状
で
は
こ
の
よ
う
な
情
感
の
極
ま
っ
た
文
が
埋
没
し
て

し
ま
っ
て
い
る
と
す
る
。

試
み
に
考
え
て
み
る
と
、
三
百
年
来
、
文
集
で
世
間
に
流
通
し

た
り
所
蔵
さ
れ
た
り
し
て
い
る
も
の
は
千
家
を
下
ら
ず
、
作
家

ご
と
に
少
な
い
者
は
数
巻
、
多
い
者
は
百
巻
に
も
至
る
。
そ
の

間
に
一
二
の
情
感
の
極
ま
っ
た
文
が
な
い
わ
け
が
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
社
交
文
や
雑
編
の
中
に
埋
没
し
、
机
の
上
に
積
み
上
が

り
、だ
れ
も
見
つ
け
よ
う
と
し
な
い
。
た
と
え
こ
れ
を
見
て
も
、

陳
腐
な
言
葉
が
一
様
で
あ
る
と
し
て
、
す
ぐ
に
ま
た
棄
て
去
っ

て
し
ま
う
。
も
し
そ
の
付
和
雷
同
の
文
を
取
り
除
け
ば
、
こ
の

う
え
な
い
心
情
（
至
情
）
だ
け
が
露
わ
れ
、
溺
れ
た
人
に
手
を

さ
し
の
べ
て
救
い
出
す
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。（
試
観
三
百
年

来
、
集
之
行
世
・
蔵
家
者
不
下
千
家
、
每
家
少
者
数
巻
、
多
者

至
於
百
巻
。
其
間
豈
無
一
二
情
至
之
語
。
而
埋
没
於
応
酬
訛
雑

之
內
、
堆
積
几
案
、
何
人
発
視
。
即
視
之
而
陳
言
一
律
、
旋
復

棄
去
。
向
使
滌
其
雷
同
、至
情
孤
露
、不
異
援
溺
人
而
出
之
也
。）

（「
明
文
案
序
上
」）

黄
宗
羲
は
、
ま
ず
明
代
に
流
通
し
た
り
所
蔵
さ
れ
た
り
し
た
作
家
の

個
人
文
集
が
数
多
く
、
さ
ら
に
一
集
ご
と
の
分
量
も
大
部
で
あ
る
と

指
摘
す
る
。
そ
の
中
に
は
、
情
感
の
極
ま
っ
た
文
も
あ
る
が
、
同
時

に
含
ま
れ
て
い
る
「
応
酬
訛
雑
」
の
文
章
の
中
に
埋
没
し
て
お
り
、

誰
か
が
そ
の
文
集
を
繙
い
て
み
た
と
し
て
も
、
陳
腐
な
文
言
だ
け
だ

と
み
な
し
て
一
概
に
捨
て
去
っ
て
し
ま
う
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
れ

ら
の
陳
腐
な
文
言
、す
な
わ
ち
「
雷
同
」
の
文
を
取
り
除
く
こ
と
で
、

こ
の
上
な
い
情
の
表
現
さ
れ
た
文
だ
け
が
現
れ
る
と
述
べ
る
。

こ
の
部
分
の
記
述
も
、
実
際
の
『
明
文
案
』
の
構
成
と
対
応
し
て

い
る
。『
明
文
案
』
は
、
一
篇
一
篇
の
文
章
を
選
び
、
文
章
の
形
式

に
よ
っ
て
分
類
し
、
時
代
順
に
排
列
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
の
分
類
の

中
で
、
同
じ
作
家
の
文
章
を
複
数
収
録
し
て
い
る
場
合
に
は
、
続
け

て
排
列
し
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
も
形
式
に
よ
る
分
類
と
時
代
に
よ

る
排
列
が
先
に
あ
り
、
作
家
ご
と
に
排
列
し
た
も
の
で
は
な
い
。
こ

の
よ
う
な
『
明
文
案
』
の
構
成
に
は
、
作
家
の
個
人
文
集
の
中
か
ら

優
れ
た
文
章
だ
け
を
抜
き
出
し
て
編
纂
す
る
と
い
う
黄
宗
羲
の
意
図

が
現
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、『
明
文
案
』
は
実
際
に
「
明
文
案
序
上
」

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
情
」
を
重
視
す
る
詩
文
観
に
基
づ
い
て
編
纂

さ
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
『
明
文
案
』
の
構
成
に
対
し
て
、『
明

儒
学
案
』
は
採
録
し
た
学
者
ご
と
に
文
章
を
収
録
し
て
い
る
。
確
か

に
、『
明
儒
学
案
』
で
も
そ
の
学
者
の
文
集
・
語
録
の
中
か
ら
取
捨

選
択
し
て
収
録
し
て
い
る
も
の
の
、
最
終
的
な
書
物
の
構
成
は
異
な

る
。『
明
文
案
』
で
、
作
家
ご
と
で
は
な
く
一
篇
一
篇
の
文
を
編
纂

す
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
た
理
由
は
、
恐
ら
く
黄
宗
羲
が
「
明

文
案
序
上
」
で
書
い
て
い
る
通
り
、
明
代
に
は
一
人
の
文
人
と
し
て
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大
成
し
た
人
物
が
お
ら
ず
、
そ
れ
で
も
そ
の
中
に
は
優
れ
た
文
章
が

存
在
す
る
と
考
え
た
か
ら
だ
ろ
う
。
帰
有
光
及
び
銭
謙
益
・
艾
南
英

は
、『
明
文
案
』
に
文
が
多
く
採
録
さ
れ
て
い
る
が
、『
明
儒
学
案
』

に
は
採
録
さ
れ
て
い
な
い
。
前
述
し
た
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
黄
宗

羲
は
帰
有
光
及
び
銭
謙
益
・
艾
南
英
の
文
章
の
中
に
優
れ
た
文
章
を

見
出
し
つ
つ
も
、
彼
ら
を
優
れ
た
人
物
と
し
て
手
放
し
に
称
賛
で
き

な
か
っ
た
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、「
明
文
案
序
」
で
は
原
因
と
し
て
科
挙
の

学
問
を
挙
げ
る
の
み
だ
っ
た
。
そ
こ
で
次
に
、
黄
宗
羲
が
何
を
問
題

視
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
黄
宗
羲
が
編
纂
し
た
明
文
総
集
の
一

つ
で
あ
る
『
明
文
海
』
の
評
語
か
ら
確
認
し
て
み
た
い
。

（
3
）　『
明
文
海
』
評
語
に
見
え
る
「
習
気
」

『
明
文
海
』『
明
文
授
読
』
に
は
黄
宗
羲
の
評
語
が
付
さ
れ
て
い

る）
16
（

。「
先
夫
子
曰
」
と
始
ま
る
評
語
は
、
黄
百
家
の
補
鈔
し
た
黄
宗

羲
の
評
語
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
に
対
す
る
黄
宗
羲

の
見
方
が
窺
え
る
資
料
と
し
て
併
せ
て
用
い
る
こ
と
と
し
た
い
。

そ
の
評
語
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
り
、
小
伝
と
共
に
文
章
に
対
す

る
評
価
を
記
載
し
た
も
の
、
事
実
や
情
報
を
追
加
し
た
も
の
な
ど
が

あ
る
。
例
え
ば
、『
明
文
海
』
の
楊
慎
「
答
李
仁
夫
論
転
注
書
」
に

付
さ
れ
た
評
語
に
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

先
父
は
言
っ
た
、
楊
慎
、
字
は
用
修
、
新
都
の
人
で
あ
り
、
翰

林
修
撰
と
な
っ
た
。
升
庵
（
楊
慎
）
の
文
章
は
古
く
て
奥
ゆ
か

し
く
、
博
学
で
あ
り
な
が
ら
（
一
つ
に
）
融
合
し
て
い
な
い
こ

と
は
な
く
、
既
に
北
地
（
李
夢
陽
）
の
よ
う
な
先
人
の
剽
窃
は

無
い
。
西
涯
（
李
東
陽
）
の
門
下
に
あ
っ
て
、
別
に
新
境
地
を

開
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
よ
く
西
涯
を
学
ん
だ
者
で
あ
る
。

（
先
夫
子
曰
、
楊
慎
字
用
修
、
新
都
人
、
翰
林
修
撰
。
升
庵
文

章
古
奥
、
博
而
未
嘗
不
化
、
既
無
北
地
之
剿
襲
。
在
西
涯
之
門
、

別
開
生
面
、
斯
為
善
学
西
涯
者
矣
。） （『
明
文
海
』
巻
一
七
五
、

書
二
九
）

こ
の
評
語
は
、
人
物
の
簡
単
な
紹
介
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
文
の
特

徴
を
挙
げ
、さ
ら
に
他
の
文
人
と
の
関
係
か
ら
評
価
を
加
え
て
い
る
。

特
に
、
と
も
に
李
東
陽
の
門
下
で
あ
っ
た
李
夢
陽
と
区
別
が
あ
る
こ

と
を
明
言
し
て
い
る
の
が
特
徴
的
と
い
え
る
。
李
夢
陽
は
古
文
辞
派

と
み
な
さ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
り
、「
北
地
（
李
夢
陽
）
の
よ
う
な

先
人
の
剽
窃
」
と
さ
れ
て
い
る
通
り
、
黄
宗
羲
の
評
価
は
厳
し
い
。

し
か
し
、
李
夢
陽
の
同
門
で
あ
る
楊
慎
に
つ
い
て
、
黄
宗
羲
は
「
先

人
の
剽
窃
は
無
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
黄
宗
羲
は
古
文
辞
派
に
関
わ

り
の
あ
る
人
を
す
べ
て
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
黄

宗
羲
が
一
篇
一
篇
の
文
に
つ
い
て
判
断
し
よ
う
と
し
て
い
る
意
識
が

読
み
取
れ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
同
様
に
、
採
録
し
た
文
章
の
作
者

と
古
文
辞
派
の
文
人
と
の
区
別
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
し
て
、
黄

省
曾
「
難
柳
宗
元
封
建
論
」
に
対
す
る
評
語
も
あ
る
。
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先
父
は
言
っ
た
…
…
牧
斎
（
銭
謙
益
）
は
黄
省
曾
が
北
学
（
李

夢
陽
の
学
派
）
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
批
判
す
る
こ
と
甚
だ

し
す
ぎ
る
。
そ
の
実
、
五
嶽
（
黄
省
曾
）
は
李
夢
陽
の
ほ
ん
の

わ
ず
か
の
習
気
に
も
決
し
て
染
ま
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。（
先

夫
子
曰
…
…
牧
斎
因
其
北
学
、
訾
毀
過
甚
。
其
実
五
嶽
未
嘗
染

空
同
一
毫
習
気
也
）（『
明
文
海
』
巻
九
二
、
論
九
）

ま
ず
、
黄
宗
羲
が
銭
謙
益
の
考
え
方
を
訂
正
し
て
い
る
点
が
注
目

さ
れ
る
。
黄
宗
羲
に
よ
れ
ば
、
銭
謙
益
は
李
夢
陽
の
学
派
で
あ
る
こ

と
に
よ
っ
て
黄
省
曾
を
批
判
し
て
い
た
が
、黄
省
曾
は
李
夢
陽
の「
習

気
」
に
染
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
、
黄
宗
羲
は
李

夢
陽
ら
の
習
気
に
染
ま
っ
た
あ
り
方
を
問
題
視
し
て
お
り
、
習
気
に

染
ま
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
古
文
辞
派
に
関
わ
っ
て
い
た
と
し
て
も
批

判
し
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

評
語
は
肯
定
的
な
評
価
だ
け
で
な
く
、否
定
的
な
評
価
も
あ
る
が
、

そ
の
中
に
も
「
習
気
」
と
い
う
言
葉
が
現
れ
る
。
例
え
ば
、
王
一
鳴

「
裕
州
府
君
列
伝
」
に
は
「
語
に
習
気
が
多
い
。
一
時
の
空
同
（
李

夢
陽
）
に
法
る
者
は
大
抵
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
（
語
多
習
気
。
一
時

宗
法
空
同
者
大
概
如
是
）」（『
明
文
海
』
巻
三
八
八
、伝
二
）
と
あ
り
、

黄
宗
羲
は
王
一
鳴
の
言
葉
の
中
に
習
気
を
見
出
し
て
い
る
。

黄
宗
羲
の
と
ら
え
る
習
気
の
内
容
を
理
解
す
る
た
め
に
、
次
に
艾

南
英
「
論
宋
褅
袷
」
に
対
す
る
評
語
を
み
て
み
た
い
。

先
父
は
言
っ
た
…
…
彼
の
文
は
欧
陽
を
模
倣
し
て
お
り
、
そ
の

生
の
ま
ま
飲
み
込
ん
で
い
る
の
は
、や
は
り（
古
文
辞
派
の
）史
・

漢
を
模
倣
す
る
習
気
の
よ
う
な
も
の
だ
。
そ
の
理
学
に
あ
っ
て

は
、
深
い
思
索
が
あ
る
こ
と
な
く
、
時
文
の
見
解
を
固
く
守
り
、

過
去
の
儒
者
を
批
判
し
、
後
生
の
小
童
が
学
ば
ず
に
妄
り
な
こ

と
を
言
う
風
潮
を
惹
き
起
こ
し
た
、
そ
の
罪
は
大
き
い
。（
先

夫
子
曰
…
…
他
文
摹
倣
欧
陽
、
其
生
呑
活
剥
、
亦
猶
之
摹
倣
史
・

漢
之
習
気
也
。
其
於
理
学
、
未
嘗
有
深
湛
之
思
、
而
墨
守
時
文

見
解
、批
駁
先
儒
、引
後
生
小
子
不
学
狂
妄
、其
罪
大
矣
。）（『
明

文
海
』
巻
一
百
、
論
十
七
）

黄
宗
羲
は
、
艾
南
英
が
欧
陽
脩
の
文
を
模
倣
し
て
い
た
こ
と
を
批
判

し
、
古
文
辞
派
の
「
史
・
漢
を
模
倣
す
る
習
気
」
と
同
じ
よ
う
な
も

の
だ
と
す
る
。
こ
こ
か
ら
、黄
宗
羲
の
問
題
視
す
る
習
気
の
内
容
は
、

一
つ
に
は
過
去
の
文
を
模
倣
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
わ
か
る
。
艾
南

英
は
欧
陽
脩
の
文
を
模
倣
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
は
彼
の
批
判
す
る

古
文
辞
派
と
同
じ
く
習
気
に
染
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
艾
南
英
の
「
理
学
」
に
つ
い
て
も
、「
時
文
の
見
解
を
固

く
守
り
、
過
去
の
儒
者
を
批
判
」
し
た
と
問
題
視
し
て
い
る
。
こ
こ

か
ら
、
科
挙
の
学
問
へ
の
固
執
と
、
過
去
の
儒
者
に
対
す
る
批
判
も
、

広
く
見
れ
ば
黄
宗
羲
の
問
題
視
す
る
文
に
お
け
る
「
習
気
」
の
一
部

と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
特
に
科
挙
の
問
題
に
つ
い
て
は
、「
明
文

案
序
上
」
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
艾
南
英
に
つ
い
て
も
、
黄
宗
羲
は
批
判
を
し
な
が
ら
も
文
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章
を
採
録
し
て
お
り
、
当
該
の
艾
南
英
の
文
章
は
『
明
文
案
』
に
も

収
め
ら
れ
て
い
る
（「
宋
史
三
論
」『
明
文
案
』
巻
四
十
六
）。
こ
こ

か
ら
、た
と
え
作
者
本
人
に
学
問
が
な
く
、一
面
で
は
習
気
に
染
ま
っ

て
い
た
と
し
て
も
、
一
篇
一
篇
を
み
て
、
必
要
が
あ
る
と
判
断
す
れ

ば
収
録
す
る
と
い
う
方
針
を
徹
底
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
に
、「
明
文
案
序
上
」
は
、
一
つ
の
形
式
に
よ
ら
ず
、

「
情
」
に
基
づ
い
て
明
代
の
文
章
を
選
ん
だ
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の

考
え
方
は
実
際
に
『
明
文
案
』
の
構
成
に
現
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う

な
方
法
を
取
っ
た
背
景
に
は
、
一
人
の
作
家
に
優
れ
た
文
章
が
あ
っ

て
も
他
の
多
く
の
作
品
の
中
に
埋
も
れ
て
い
る
と
い
う
黄
宗
羲
の
現

実
認
識
が
あ
り
、
そ
れ
は
『
明
文
海
』
の
評
語
に
よ
れ
ば
、
作
家
が

習
気
に
染
ま
っ
て
い
る
状
態
だ
っ
た
。習
気
に
染
ま
っ
た
状
態
と
は
、

具
体
的
に
は
過
去
の
文
を
模
倣
す
る
こ
と
を
中
心
と
し
て
、
科
挙
の

学
問
へ
固
執
す
る
こ
と
や
、
過
去
の
儒
者
を
み
だ
り
に
批
判
す
る
こ

と
も
含
ん
で
い
た
。
次
節
で
は
、『
明
文
案
』
以
外
の
黄
宗
羲
の
文

章
に
対
象
を
広
げ
て
、習
気
と
「
性
情
」
重
視
の
関
係
、そ
し
て
「
性

情
」
の
内
容
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
く
。

第
二
節
　
文
に
お
け
る
性
情
と
習
気

黄
宗
羲
は
康
煕
十
三
年
の
「
景
州
詩
集
序
」
に
お
い
て
、「
性
情
」

が
亡
び
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
憂
慮
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
詩
は
性
情
を
言
う
。
高
廷
礼
以
来
、
声
調
を
主
張
し

た
こ
と
で
、
人
の
性
情
は
亡
ん
で
し
ま
っ
た
。
し
か
し
そ
の
説

を
天
下
に
勝
る
に
足
る
よ
う
に
さ
せ
た
の
は
、
や
は
り
天
下
の

性
情
が
、
華
美
な
も
の
や
汚
ら
わ
し
く
人
を
惑
わ
す
も
の
に
往

来
し
、
浮
い
て
動
き
や
す
い
こ
と
に
沈
ん
だ
こ
と
に
よ
る
。
声

調
は
浮
い
て
い
る
物
で
あ
る
、
し
た
が
っ
て
手
挟
ん
で
捨
て
る

と
、（
残
っ
て
い
る
の
は
）
性
情
で
あ
る
は
ず
だ
。（
し
か
し
）

そ
の
性
情
が
こ
の
よ
う
で
あ
っ
て
止
ま
る
に
過
ぎ
な
け
れ
ば
、

こ
の
よ
う
な
者
は
詩
人
と
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
。（
夫
詩
以

道
性
情
。
自
高
廷
礼
以
来
、
主
張
声
調
、
而
人
之
性
情
亡
矣
。

然
使
其
説
之
足
以
勝
天
下
者
、
亦
由
天
下
之
性
情
、
汨
没
於
紛

華
汙
惑
之
往
来
、
浮
而
易
動
。
声
調
者
浮
物
也
、
故
能
挟
之
而

去
、
是
非
無
性
情
也
。
其
性
情
不
過
如
是
而
止
、
若
是
者
不
可

謂
之
詩
人
。）（「
景
州
詩
集
序
」『
南
雷
文
案
』
巻
一
）

黄
宗
羲
は
ま
ず
、
高
廷
礼
が
「
声
調
」
を
重
視
し
た
こ
と
で
、
性

情
が
亡
ん
で
し
ま
っ
た
と
指
摘
す
る
。
高
廷
礼
（
一
三
五
〇
年-

一
四
二
三
年
）
は
明
初
の
文
人
で
、
初
名
は
高
棅
と
い
い
、『
唐
詩

品
彙
』『
唐
詩
正
声
』
を
編
纂
し
た
。
特
に
『
唐
詩
正
声
』
で
は
声

律
を
基
準
と
し
て
詩
を
選
ん
だ
と
い
う）

17
（

。
黄
宗
羲
が
言
っ
て
い
る
の

は
こ
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
「
浮
而
易
動
」・「
浮
物
」
は
、
表
層
的
で
動
き
や
す
い
も
の

で
あ
り
、
声
調
を
初
め
と
し
た
形
式
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
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ま
り
、
高
廷
礼
の
説
が
世
間
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
は
、
社
会
全
体

の
性
情
が
、
形
式
な
ど
の
表
面
的
で
移
り
変
わ
る
も
の
の
中
に
沈
ん

で
し
ま
っ
た
こ
と
が
原
因
だ
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
の
あ
り
方

は
、『
明
文
海
』
評
語
で
指
摘
さ
れ
て
い
た
習
気
に
染
ま
っ
た
状
態

の
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

続
い
て
黄
宗
羲
は
、「
声
調
」
を
含
め
そ
れ
ら
の
表
面
的
な
も
の

を
取
り
除
け
ば
、性
情
が
存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
指
摘
す
る
。

「
性
情
」
に
対
し
て
、
習
気
は
「
浮
物
」、
す
な
わ
ち
表
面
的
な
も
の

で
あ
り
、
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
る
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
点
が
注

目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
黄
宗
羲
の
理
想
と
す
る
性
情
が
表
現
さ
れ
る
た

め
に
は
、
習
気
の
除
去
が
不
可
欠
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
明

文
案
序
上
」
で
指
摘
さ
れ
る
、「
情
至
」
の
文
章
が
多
く
の
「
応
酬

訛
雑
」
の
文
章
の
中
に
埋
没
し
て
い
る
こ
と
と
同
じ
構
造
で
あ
り
、

黄
宗
羲
の
詩
文
に
お
け
る
「
性
情
」
重
視
は
、
習
気
に
対
す
る
批
判

と
表
裏
一
体
の
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

た
だ
し
こ
の
文
章
で
は
、「
こ
の
よ
う
な
者
は
詩
人
と
言
う
こ
と

は
で
き
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
作
者
が
習
気
を
除
去
し

な
け
れ
ば
性
情
を
見
出
せ
な
い
よ
う
な
文
章
を
書
い
て
い
る
に
過
ぎ

な
け
れ
ば
、
そ
の
作
者
は
詩
人
と
は
呼
べ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ
も
、
黄
宗
羲
が
「
明
文
案
序
上
」
で
、
明
代
に
は

優
れ
た
文
人
が
出
な
か
っ
た
と
指
摘
し
た
こ
と
と
対
応
す
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。

続
い
て
同
じ
文
章
で
、
黄
宗
羲
は
性
情
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、

説
明
を
展
開
し
て
い
く
。

周
伯
弜
（
周
弼
）
が
三
体
詩
に
注
釈
し
た
と
き
、
景
（
光
景
）

を
実
と
し
、
意
（
人
の
心
の
意
思
）
を
虚
と
し
た
。
こ
れ
は
常

人
の
詩
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
詩
人
の
詩
を
論
ず
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
詩
人
は
天
地
の
清
ら
か
な
気
を
集
め
、
月
露

風
雲
花
鳥
を
彼
自
身
の
性
情
と
し
て
お
り
、
彼
の
景
と
意
は
分

か
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。（
周
伯
弜
之
註
三
体
詩
也
、以
景
為
実
、

以
意
為
虚
、
此
可
論
常
人
之
詩
、
而
不
可
以
論
詩
人
之
詩
。
詩

人
萃
天
地
之
清
気
、
以
月
露
風
雲
花
鳥
為
其
性
情
、
其
景
与
意

不
可
分
也
。）（「
景
州
詩
集
序
」）

『
三
体
詩
』
は
、
南
宋
の
周
弼
が
唐
代
の
詩
を
形
式
別
に
編
纂
し
、

注
釈
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
周
弼
は
各
句
の
表
現
し
て
い
る
も
の

を
「
景
」
と
「
意
」
に
分
け
、「
景
」
の
表
現
さ
れ
た
句
を
「
実
」、「
意
」

を
表
現
さ
れ
た
句
を
「
虚
」
と
し
、
そ
の
句
の
配
置
に
よ
っ
て
詩
を

分
類
し
て
い
た）

18
（

。
こ
れ
に
対
し
黄
宗
羲
は
、
そ
の
方
法
に
よ
っ
て
は

「
詩
人
の
詩
」
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
黄
宗
羲
の
指

摘
は
、
周
弼
の
意
図
か
ら
ず
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
黄
宗

羲
は
恐
ら
く
こ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
「
景
」
と
「
意
」
に
つ
い
て

論
及
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

黄
宗
羲
に
よ
れ
ば
、
詩
人
は
月
露
風
雲
花
鳥
と
い
っ
た
詩
に
描
か

れ
る
光
景
を
そ
の
性
情
と
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
「
意
」
と
「
景
」、
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つ
ま
り
作
者
の
心
の
状
態
と
光
景
と
は
分
離
し
て
い
な
い
と
い
う
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
作
者
で
あ
る
主
体
の
心
に
着
目
し
て
考
え

て
み
る
と
、
対
象
に
接
し
た
時
、
主
体
の
心
に
は
感
情
が
生
じ
、
そ

れ
が
詩
と
し
て
表
現
さ
れ
る
と
い
え
る
。
こ
の
時
、
感
情
と
対
象
は

分
離
し
て
お
ら
ず
、ひ
と
つ
と
し
て
詩
に
描
か
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

黄
宗
羲
に
と
っ
て
理
想
的
な
詩
に
お
け
る
「
意
」「
性
情
」
と
は
、

対
象
と
一
体
と
し
て
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
主
体
と
事
物
と
の

関
係
を
重
視
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

康
煕
十
八
年
に
書
か
れ
た
「
黄
孚
先
詩
序
」
に
お
い
て
も
、「
情
」

と
「
意
」
に
よ
っ
て
理
想
的
な
詩
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

古
の
人
は
、
情
と
物
と
が
互
い
に
関
わ
り
合
い
、
互
い
を
捨
て

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
忠
臣
が
そ
の
君
主
に
仕
え
、

孝
子
の
そ
の
親
に
仕
え
、
夫
を
思
う
婦
人
や
悲
痛
な
思
い
を
抱

い
て
い
る
人
（
の
情
）
が
、
結
び
留
め
て
ほ
ど
く
こ
と
が
で
き

な
い
だ
け
で
な
く
、
風
雲
月
露
草
木
虫
魚
も
、
ひ
と
つ
と
し
て

ま
こ
と
の
意
の
流
通
で
な
い
も
の
は
な
い
。（
古
之
人
、
情
与

物
相
遊
而
不
能
相
舎
。
不
但
忠
臣
之
事
其
君
、孝
子
之
事
其
親
、

思
婦
労
人
結
不
可
解
、
即
風
雲
月
露
草
木
虫
魚
、
無
一
非
真
意

之
流
通
。）（「
黄
孚
先
詩
序
」『
南
雷
文
案
』
巻
二
）

黄
宗
羲
に
よ
れ
ば
「
情
」
と
と
も
に
表
現
さ
れ
る
対
象
は
、
君
臣
・

父
子
・
夫
婦
と
い
っ
た
社
会
関
係
の
み
な
ら
ず
、「
風
雲
月
露
草
木

虫
魚
」
と
い
っ
た
自
然
物
に
つ
い
て
も
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は

「
真
意
之
流
通
」
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
古
の
詩
人
は
あ
ら
ゆ
る
対

象
に
心
を
向
か
わ
せ
て
お
り
、
こ
れ
こ
そ
が
詩
人
の
理
想
的
な
あ
り

方
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
理
想
的
な
詩
に
お
い
て
は

心
よ
り
生
じ
た
感
情
が
対
象
と
密
接
に
関
わ
り
、
相
互
に
不
可
欠
な

存
在
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
対
象
は
社
会
関
係
や
自
然
物
な
ど
あ
ら

ゆ
る
も
の
を
含
ん
で
い
た
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
理
想
的
な
詩
人
が
、
常
人
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の

か
に
つ
い
て
は
、「
景
州
詩
集
序
」で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

常
人
が
今
ま
で
月
露
風
雲
花
鳥
を
詠
っ
た
こ
と
が
な
い
わ
け
で

は
な
い
、（
し
か
し
、
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
が
）
そ
の
性
情

で
な
け
れ
ば
、（
常
人
は
）
修
辞
を
極
め
た
と
し
て
も
（
対
象
と
）

親
し
ん
で
は
い
な
い
。（
常
人
未
嘗
不
有
月
露
風
雲
花
鳥
之
咏
、

非
其
性
情
、
極
雕
絵
而
不
能
親
也
。）（「
景
州
詩
集
序
」）

こ
こ
で
は
、「
常
人
」
の
場
合
は
自
然
界
の
光
景
を
詩
に
詠
っ
た

と
し
て
も
、性
情
を
表
現
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

「
親
」
と
い
う
表
現
は
、
対
象
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
主
体
の
態
度
を

表
す
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
黄
宗
羲
に
よ
れ
ば
、「
常
人
」

は
性
情
を
表
現
し
な
い
ま
ま
修
辞
を
凝
ら
し
、
対
象
と
向
き
合
い
対

象
に
近
づ
い
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

先
に
、「
景
州
詩
集
序
」
の
前
の
部
分
で
、
表
面
的
な
も
の
の
中

に
性
情
が
沈
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う

な
あ
り
方
が
習
気
に
染
ま
っ
た
状
態
だ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
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し
た
。「
景
州
詩
集
序
」
の
後
の
部
分
に
登
場
す
る
「
常
人
」
の
よ

う
な
あ
り
方
も
、
習
気
に
染
ま
っ
た
状
態
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
こ

か
ら
、
習
気
に
染
ま
っ
た
状
態
は
、
対
象
と
向
き
合
っ
て
性
情
を
表

現
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
状
態
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
黄
宗
羲
の
「
性
情
」
を
重
視
す
る
詩
文
観
の

特
徴
は
、
主
体
と
対
象
と
の
関
わ
り
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
習

気
に
染
ま
っ
た
状
態
は
、
表
面
的
な
も
の
に
気
を
取
ら
れ
対
象
と
向

き
合
え
な
く
な
っ
て
い
る
状
態
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

次
の
「
陸
鉁
俟
詩
序
」
で
も
「
情
」
を
重
視
す
る
黄
宗
羲
の
詩
文

観
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
資
料
で
は
さ
ら
に
二
人
の
詩
人
の
異

な
っ
た
あ
り
方
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。

「
陸
鉁
俟
詩
序
」で
は
ま
ず
、詩
集
の
序
文
を
求
め
て
き
た
陸
鋆（
鉁

俟
は
字
）
の
詩
を
称
賛
す
る）

19
（

。「
情
が
有
る 

（
有
情
）」「
詩
句
の
並

び
は
、
自
然
と
そ
う
で
あ
る
も
の
で
人
為
的
な
力
に
よ
ら
な
い
（
排

比
之
間
、
自
然
不
仮
人
力
）」（「
陸
鉁
俟
詩
序
」『
南
雷
文
定
四
集
』

巻
一
）
と
い
っ
た
表
現
は
、
黄
宗
羲
に
と
っ
て
理
想
的
な
詩
を
表
す

も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

た
だ
、「
陸
鉁
俟
詩
序
」
は
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
次
に
同
じ
一
族

の
陸
符
を
取
り
あ
げ
て
、「
文
虎
の
詩
才
と
鉁
俟
の
実
践
は
、
そ
れ

ぞ
れ
互
い
に
影
響
を
受
け
た
も
の
で
は
な
く
、
要
す
る
に
ど
ち
ら
も

詩
人
で
あ
っ
て
、
俗
人
で
は
な
い
」（
文
虎
之
才
力
、
鉁
俟
之
工
夫
、

各
不
相
蒙
、
要
之
皆
詩
人
、
非
俗
人
也
。） （「
陸
鉁
俟
詩
序
」） 

と
、

最
終
的
に
は
両
者
と
も
に
称
賛
す
る
。

作
風
の
異
な
る
二
人
が
、
結
局
は
二
人
と
も
理
想
的
な
詩
人
で
あ

る
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
陸
鉁
俟
詩
序
」
は
さ
ら
に
説

明
を
展
開
し
て
い
く
。

詩
と
は
、
天
地
万
物
を
連
ね
写
し
て
み
ず
か
ら
の
精
神
・
意
志

を
広
げ
る
も
の
で
あ
る
。
俗
人
は
お
お
む
ね
書
き
写
し
出
版
し

た
り
模
倣
し
た
り
し
て
、
天
地
萬
物
と
関
わ
り
合
わ
な
い
、
ど

う
し
て
詩
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。（
詩
也
者
、
聯
属

天
地
万
物
而
暢
吾
之
精
神
意
志
者
也
。
俗
人
率
抄
販
模
擬
、
与

天
地
万
物
不
相
関
渉
、
豈
可
為
詩
。）（「
陸
鉁
俟
詩
序
」）

こ
こ
で
は
天
地
万
物
と
の
関
わ
り
が
重
視
さ
れ
、
天
地
万
物
を
詩
に

描
く
こ
と
で
み
ず
か
ら
の
「
精
神
」・「
意
志
」
を
表
現
す
る
も
の
が

理
想
的
な
詩
だ
と
さ
れ
る
。
一
方
で
、「
俗
人
」
の
書
物
を
「
書
き

写
し
出
版
し
た
り
模
倣
し
た
り
（
抄
販
模
擬
）」
す
る
態
度
が
、
天

地
万
物
と
関
わ
り
合
わ
な
い
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
る
。

そ
の
上
で
黄
宗
羲
は
「
陸
鉁
俟
詩
序
」
に
お
い
て
、「
か
の
（
陸

符
の
）
才
能
・（
陸
鋆
の
）
修
養
は
、
ど
ち
ら
も
人
間
の
性
情
が
あ

ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
る （
彼
才
力
工
夫
者
、皆
性
情
所
出
）」
と
し
て
、

「
肺
腑
や
骨
髓
は
紛
う
こ
と
な
く
清
ら
か
で
あ
り
、
呼
気
や
咳
払
い

も
紛
う
こ
と
な
く
気
高
い
、ど
う
し
て
ふ
た
つ
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
肝
鬲
骨
髄
、
無
不
清
浄
、
呿
吟
謦
欬
、
無
不
高
雅
、
何
嘗
有
二
。）」

と
い
う
比
喩
に
よ
っ
て
、
性
情
を
根
源
的
な
も
の
、「
才
力
」「
工
夫
」
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を
性
情
の
表
れ
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
、「
才
力
」
と
「
工
夫
」
は

一
つ
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
陸
鋆
と
陸
符
は
異
な
る
作

風
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
作
風
は
と
も
に
「
性
情
」
の
表
れ
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
優
れ
た
詩
人
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
黄

宗
羲
の
「
性
情
」
観
に
よ
れ
ば
、
天
地
万
物
と
の
関
わ
り
の
中
で
生

じ
た
性
情
を
表
現
す
る
こ
と
を
重
視
す
る
こ
と
で
、
多
様
な
作
風
の

詩
人
が
と
も
に
理
想
的
な
詩
人
と
評
価
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
黄
宗
羲
の
詩
文
観
に
お
け
る
「
性
」「
情
」
の
内
容
に

つ
い
て
、「
馬
雪
航
詩
序
」
か
ら
考
え
て
み
た
い
。「
馬
雪
航
詩
序
」

で
は
、
詩
文
に
お
け
る
性
情
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
上
で）

20
（

、「
性
」

と
は
い
か
な
る
も
の
か
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

そ
も
そ
も
性
は
ど
う
し
て
理
解
し
易
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
過

去
の
儒
者
の
性
を
言
う
者
は
、
お
お
よ
そ
鏡
を
喻
え
と
し
て
い

る
、
多
く
の
す
が
た
が
妖
し
げ
に
露
れ
て
も
、
鏡
そ
の
も
の
は

澄
然
と
し
て
お
り
、
そ
の
澄
然
と
し
て
動
か
な
い
も
の
が
性
で

あ
る
と
。
こ
れ
は
空
寂
に
よ
っ
て
性
を
言
っ
て
い
る
。（
夫
性

豈
易
知
也
。
先
儒
之
言
性
者
、
大
略
以
鏡
為
喻
、
百
色
妖
露
、

鏡
体
澄
然
、
其
澄
然
不
動
者
為
性
、
此
以
空
寂
言
性
。）（「
馬

雪
航
詩
序
」『
南
雷
文
定
四
集
』
巻
一
）

黄
宗
羲
に
よ
れ
ば
、
過
去
の
儒
者
は
性
を
「
鏡
」
に
喩
え
て
、
様
々

な
も
の
が
映
し
出
さ
れ
て
も
鏡
自
体
は
澄
ん
で
お
り
、
そ
の
澄
ん
で

動
か
な
い
存
在
が
性
だ
と
し
て
い
た
。
し
か
し
黄
宗
羲
は
、
こ
の
よ

う
な
考
え
方
は
「
空
寂
」
に
よ
っ
て
性
を
言
っ
て
い
る
も
の
だ
と
指

摘
す
る
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
自
ら
の
考
え
を
述
べ
る
。

し
か
し
、
我
々
が
物
事
に
対
処
す
る
時
、
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば

安
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
安
ら
か
で
な
い
、

こ
の
よ
う
な
も
の
が
中
に
有
る
よ
う
だ
。
こ
の
安
ら
か
か
ど
う

か
と
い
う
こ
と
が
、
つ
ま
り
は
性
な
の
で
あ
る
。
鏡
は
情
の
無

い
存
在
で
あ
り
、
喻
え
と
す
る
べ
き
で
は
な
い
。（
而
吾
人
応

物
処
事
、
如
此
則
安
、
不
如
此
則
不
安
、
若
是
乎
有
物
於
中
。

此
安
不
安
之
処
、
乃
是
性
也
。
鏡
是
無
情
之
物
、
不
可
為
喻
。）

（「
馬
雪
航
詩
序
」）

黄
宗
羲
は
「
応
物
処
事
」、
つ
ま
り
具
体
的
に
事
物
に
相
対
し
て
い

る
時
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
。「
安
」「
不
安
」
は
対
象
の
事
物
に
対

す
る
心
の
反
応
、
す
な
わ
ち
心
の
動
き
で
あ
る
「
情
」
だ
と
考
え
ら

れ
る
。
黄
宗
羲
は
、「
如
此
則
安
、
不
如
此
則
不
安
」
と
情
が
発
現

す
る
時
、
鏡
の
よ
う
な
「
物
」
が
、
心
の
中
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
と
い
う
。
し
か
し
本
当
は
そ
う
で
は
な
く
、「
安
不
安
之
處
」、
す

な
わ
ち
「
安
不
安
」
と
変
化
し
て
情
を
発
現
す
る
と
こ
ろ
そ
の
も
の

こ
そ
が
性
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。「
鏡
是
無
情
之
物
」
と
い
う
表
現

か
ら
わ
か
る
通
り
、
鏡
は
そ
れ
自
体
が
変
化
す
る
こ
と
が
な
い
、
実

体
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。し
か
し
黄
宗
羲
の
考
え
る
性
は
、

心
の
中
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
実
体
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
は

な
い
。
物
の
関
わ
り
の
中
で
、
常
に
変
化
し
て
発
現
す
る
情
に
お
い
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て
の
み
、
性
の
表
出
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
黄
宗
羲
は
具
体
的
な
事
物
に
相
対
し
て
い
る
こ
と
を

前
提
と
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
具
体
的
な
事
物
を
離
れ
て
あ
ら

か
じ
め
「
鏡
」
の
よ
う
な
性
を
措
定
し
て
し
ま
う
こ
と
を
危
惧
し
た

の
だ
ろ
う
。
こ
の
部
分
と
の
関
わ
り
か
ら
考
え
る
と
、
第
一
節
で
見

て
き
た
「
習
気
」
に
染
ま
っ
た
あ
り
方
と
は
、
こ
の
よ
う
な
性
の
あ

り
方
が
理
解
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
状
態
だ
と
思
わ
れ
る
。習
気
は
、

具
体
的
に
は
過
去
の
文
を
模
倣
し
た
り
科
挙
の
学
問
に
固
執
し
た
り

す
る
態
度
と
し
て
現
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
態
度
は
一
つ
の
定
ま
っ

た
あ
り
方
に
固
執
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
事
物
と
の
関
わ
り

の
中
で
様
々
に
変
化
し
て
発
現
す
る
情
と
、
そ
こ
か
ら
窺
え
る
性
の

あ
り
方
を
十
分
実
現
で
き
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

さ
ら
に
「
馬
雪
航
詩
序
」
は
、
人
と
物
に
賦
さ
れ
た
性
が
異
な
る

こ
と
を
指
摘）

21
（

し
た
上
で
、
程
頤
と
朱
熹
の
性
論
に
言
及
す
る
。
ま
ず

程
頤
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

程
子
が
「
性
は
即
ち
理
で
あ
る
」
と
言
う
の
は
、
違
い
が
近
い

と
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
澄
み
切
っ
て
中
に
あ
る
時
、
身
体

の
内
全
体
が
す
べ
て
惻
隠
の
心
で
あ
り
、
条
理
の
見
る
こ
と
の

で
き
る
も
の
は
な
い
。（
対
象
に
）
感
じ
て
四
端
と
な
っ
て
、

は
じ
め
て
理
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。（
程
子
言
性
即
理
也
差

為
近
之
、
然
当
其
澄
然
在
中
、
満
腔
子
皆
惻
隠
之
心
、
無
有
条

理
可
見
、
感
之
而
為
四
端
、
方
可
言
理
。）（「
馬
雪
航
詩
序
」）

黄
宗
羲
は
、
身
体
の
内
全
体
が
惻
隠
の
心
で
あ
り
、「
条
理
」、
す
な

わ
ち
個
別
の
理
は
そ
こ
に
見
ら
れ
な
い
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
事

物
と
の
関
係
性
の
中
で
事
物
に
感
じ
て
四
端
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
、

は
じ
め
て
そ
こ
に
理
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
黄
宗
羲
は
、

程
頤
の
「
性
即
理
」
に
よ
れ
ば
、
性
が
理
と
い
う
定
ま
っ
た
あ
り
方

と
し
て
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
た
。
し
か
し
黄
宗
羲
の
考
え

方
に
よ
れ
ば
、
事
物
と
の
関
わ
り
の
中
で
四
端
と
し
て
発
現
す
る
前

に
、
個
別
の
あ
る
べ
き
あ
り
方
が
予
め
有
る
の
で
は
な
い
と
言
え
る

だ
ろ
う
。

次
の
部
分
で
は
、
朱
熹
を
批
判
し
て
い
る
。

朱
子
は
、
天
が
陰
陽
五
行
に
よ
っ
て
万
物
を
生
成
変
化
さ
せ
、

理
も
ま
た
（
万
物
に
）
賦
し
て
い
る
と
考
え
て
お
り
、
や
は
り

人
と
物
を
兼
ね
て
言
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
物
を
そ
の
性
に
従

わ
せ
れ
ば
、「
触
」
と
し
「
噛
」
と
し
「
蠢
」
と
し
「
婪
」
と
し
、

す
べ
て
同
じ
で
は
な
い
、
ま
た
道
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
か
。」（
晦
翁
以
為
天
以
陰
陽
五
行
化
生
万
物
、而
理
亦
賦
焉
、

亦
是
兼
人
物
而
言
。
夫
使
物
而
率
其
性
、
則
為
触
為
噛
為
蠢
為

婪
、
万
有
不
斉
、
亦
可
謂
之
道
乎
。） （「
馬
雪
航
詩
序
」）

黄
宗
羲
は
、
天
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
万
物
に
理
が
賦
さ
れ
て
い
る
と

い
う
朱
熹
の
考
え
方
を
批
判
し
、
物
の
性
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
こ
と

を
指
摘
し
た
上
で
、
そ
れ
を
道
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。

先
述
し
た
通
り
、
黄
宗
羲
は
こ
の
部
分
の
前
に
、
人
と
物
と
の
性
の
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違
い
を
指
摘
し
て
い
た
。
朱
熹
の
よ
う
に
、
万
物
に
理
が
賦
さ
れ
て

い
る
と
考
え
れ
ば
、理
を
外
部
の
事
物
の
方
に
求
め
る
こ
と
と
な
る
。

黄
宗
羲
は
そ
の
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

「
馬
雪
航
詩
序
」
は
こ
れ
ら
を
総
括
し
て
、「
し
た
が
っ
て
性
説
が

明
ら
か
で
な
く
な
っ
て
か
ら
の
詩
と
い
う
も
の
は
、
一
人
の
た
ま
た

ま
露
わ
に
な
っ
た
性
情
に
す
ぎ
な
く
な
っ
た
。（
故
自
性
説
不
明
後

之
為
詩
者
、
不
過
一
人
偶
露
之
性
情
。）」
と
す
る
。
こ
れ
は
、
黄
宗

羲
が
理
想
と
し
て
い
た
心
性
観
が
世
に
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
と
同
時

に
、
優
れ
た
詩
人
は
出
な
く
な
り
、「
偶
露
之
性
情
」
し
か
存
在
し

な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方

も
、
一
篇
一
篇
の
文
を
取
り
あ
げ
る
黄
宗
羲
の
明
文
総
集
の
編
纂
観

と
密
接
に
関
係
し
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
、
本
節
で
は
黄
宗
羲
が
詩
文
に
お
い
て
重
視
す
る
「
性
情
」

に
つ
い
て
分
析
を
お
こ
な
っ
た
。
黄
宗
羲
に
と
っ
て
理
想
的
な
詩
と

は
、
詩
人
が
対
象
と
関
わ
り
合
う
こ
と
で
生
じ
た
性
情
を
描
い
た
も

の
で
あ
り
、
修
辞
へ
の
固
執
や
書
き
写
し
て
出
版
し
た
り
模
倣
し
た

り
す
る
態
度
は
、
対
象
と
関
わ
り
合
っ
て
い
な
い
と
み
な
さ
れ
た
。

逆
に
、
作
者
が
対
象
に
向
き
合
っ
た
結
果
と
し
て
そ
の
詩
に
性
情
が

表
れ
て
い
れ
ば
、
作
風
が
異
な
っ
て
も
理
想
的
な
詩
人
と
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
「
性
」
と
「
情
」
の
あ
り
方
は
、
性
を
あ
ら
か
じ
め
固

定
的
な
実
体
の
あ
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ず
、
事
物
と
の
関
わ
り
の

中
で
情
と
し
て
発
現
す
る
こ
と
が
性
で
あ
る
と
す
る
、
黄
宗
羲
の

「
性
」
理
解
に
基
づ
い
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
性
」
理

解
は
程
頤
や
朱
熹
の
性
説
と
は
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
三
節
　
明
末
及
び
同
時
代
の
文
人
の
習
気

第
一
節
で
指
摘
し
た
通
り
、黄
宗
羲
が
編
纂
し
た
明
文
総
集
に
は
、

習
気
に
対
す
る
黄
宗
羲
の
憂
慮
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
習
気
の

内
容
と
し
て
は
、
過
去
の
文
の
模
倣
が
挙
げ
ら
れ
、
さ
ら
に
科
挙
の

見
解
へ
の
固
執
や
、過
去
の
儒
者
に
対
す
る
批
判
も
含
ま
れ
て
い
た
。

本
節
で
は
黄
宗
羲
の
習
気
批
判
が
、
黄
宗
羲
の
他
の
文
章
に
あ
ら
わ

れ
る
明
末
及
び
同
時
代
の
文
人
批
判
に
、
ど
の
よ
う
に
現
れ
る
か
を

確
認
し
た
い
。

「
明
文
案
序
上
」
に
お
い
て
、
黄
宗
羲
は
明
代
に
優
れ
た
文
人
が

生
ま
れ
な
か
っ
た
原
因
を
、科
挙
の
学
問
に
求
め
て
い
る
。
そ
こ
で
、

ま
ず
は
黄
宗
羲
の
科
挙
観
に
つ
い
て
、簡
単
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。

黄
宗
羲
の
代
表
作
の
一
つ
と
さ
れ
る
『
明
夷
待
訪
録
』「
取
士
上
」

（
康
煕
二
年
序
）
に
は
、
試
験
の
改
革
案
を
述
べ
た
と
こ
ろ
に
、「
ま

た
一
先
生
の
言
を
墨
守
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
」（
亦
不
必
墨

守
一
先
生
之
言
。」） （『
明
夷
待
訪
録
』「
取
士
上
」）
と
あ
り
、
ひ
と

つ
の
学
説
を
固
く
守
る
こ
と
を
受
験
生
に
求
め
な
い
立
場
を
と
っ
て

い
る
。
ま
た
『
明
夷
待
訪
録
』
に
は
時
文
に
つ
い
て
の
言
及
も
あ
り
、 

時
文
が
ど
れ
も
時
文
を
暗
誦
し
て
書
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
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し
、
そ
の
よ
う
な
借
り
物
の
教
え
を
暗
誦
す
る
よ
り
も
、
過
去
の
儒

者
の
学
問
を
暗
誦
す
る
こ
と
の
方
が
良
い
と
述
べ
る）

22
（

。こ
の
よ
う
に
、

黄
宗
羲
は
一
つ
の
学
説
に
固
執
し
て
他
の
学
説
を
批
判
す
る
と
い
う

点
、
及
び
過
去
の
時
文
を
暗
誦
し
て
時
文
を
作
っ
て
い
る
点
で
、
科

挙
の
学
問
の
あ
り
方
を
問
題
視
し
て
い
た
。こ
の
よ
う
な
あ
り
方
は
、

第
一
節
で
確
認
し
た
習
気
の
特
徴
と
重
な
る
。
黄
宗
羲
が
「
明
文
案

序
上
」
に
お
い
て
、
明
代
の
文
に
対
す
る
科
挙
の
学
の
影
響
を
特
に

指
摘
し
て
い
た
の
は
そ
の
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
康
煕
八
年
の
「
銭
屺
軒
先
生
七
十
寿
序
」
で
は
、「
至
」

で
あ
る
か
否
か
を
基
準
と
し
た
銭
謙
益
批
判
が
見
ら
れ
る
。

銭
虞
山
（
銭
謙
益
）
は
一
生
涯
太
倉
（
王
世
貞
）
を
批
判
し
、

崑
山
（
帰
有
光
）
に
の
っ
と
っ
た
。
死
後
に
評
価
が
定
ま
っ
て

み
れ
ば
、
私
は
た
だ
ち
に
、
銭
氏
は
王
世
貞
の
程
度
に
至
っ
て

終
わ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
思
う
に
虞
山
の
学
問
実
践
や
見

識
に
つ
い
て
は
、
そ
の
成
就
は
彼
が
そ
う
あ
ろ
う
と
し
た
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
他
な
ら
ず
、
そ
の
こ
の
上
な
い
も
の
を
会
得

で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。（
銭
虞
山
一
生
訾
毀
太
倉
、
誦
法

崑
山
、
身
後
論
定
、
余
直
謂
其
満
得
太
倉
之
分
量
而
止
。
以
虞

山
学
力
識
見
、
所
就
非
其
所
欲
、
無
他
、
不
得
其
所
至
者
耳
。）

（「
銭
屺
軒
先
生
七
十
寿
序
」『
南
雷
文
案
』
外
集
）

銭
謙
益
は
王
世
貞
を
批
判
し
て
帰
有
光
に
の
っ
と
っ
て
い
た
が
、
銭

謙
益
の
死
後
に
な
っ
て
み
る
と
、
黄
宗
羲
は
た
だ
ち
に
銭
謙
益
が
王

世
貞
の
程
度
に
止
ま
っ
た
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
し

て
そ
の
理
由
は
、
銭
謙
益
が
「
至
」
で
あ
る
あ
り
方
を
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
さ
れ
る
。「
至
」
と
い
う
あ
り
方
は
、

「
明
文
案
序
上
」
に
お
い
て
「
情
」
と
「
文
」
の
理
想
的
な
あ
り
方

と
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
も
同
じ
詩
文
観
が
表
れ
て
い
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
。
こ
の
「
至
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、
黄
宗
羲
は
さ
ら

に
文
集
の
編
纂
に
関
連
づ
け
て
述
べ
て
い
る
。

私
は
嘗
て
明
一
代
の
文
を
選
定
し
た
が
、
そ
の
真
に
優
れ
た
文

人
と
呼
べ
る
者
は
十
人
に
満
た
な
か
っ
た
。
は
た
し
て
こ
の
十

人
の
外
に
、
更
に
一
篇
の
文
章
も
無
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

そ
の
は
ず
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
平
生
は
文
に
よ
っ
て
名
が

通
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
た
ま
た
ま
見
る
べ
き
も
の
の
一
二

篇
が
あ
る
者
も
い
る
。
そ
の
文
は
優
れ
た
文
人
で
も
超
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
思
う
に
そ
の
人
の
身
の
経
験
し
た
こ
と
、
心

と
目
の
理
解
し
た
こ
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
う
え
な
い
も
の
が

有
っ
た
か
ら
、
文
は
つ
い
に
覆
い
隠
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
文
を
学
ぶ
者
も
や
は

り
そ
の
こ
の
上
な
い
こ
と
を
学
ぶ
だ
け
だ
。（
余
嘗
定
有
明
一

代
之
文
、
其
真
正
作
家
不
満
十
人
。
将
謂
此
十
人
之
外
、
更
無

一
篇
文
字
乎
。
不
可
也
。
故
有
平
昔
不
以
文
名
而
偶
見
之
一
二

篇
者
。
其
文
即
作
家
亦
不
能
過
。
蓋
其
身
之
所
閲
歴
、
心
目
之

所
開
明
、
各
有
所
至
焉
、
而
文
遂
不
可
掩
也
。
然
則
学
文
者
亦



79 黄宗羲の明文総集編纂と詩文観（豊島）

学
其
所
至
而
已
矣
。）（「
銭
屺
軒
先
生
七
十
寿
序
」）

「
余
嘗
定
有
明
一
代
之
文
」
は
、『
明
文
案
』
の
編
纂
を
指
す
と
思
わ

れ
る
。
黄
炳
垕
『
黄
梨
洲
先
生
年
譜
』
巻
下
に
よ
れ
ば
、
黄
宗
羲
は

康
煕
七
年
頃
か
ら
『
明
文
案
』
の
編
纂
を
始
め
て
い
る
。

黄
宗
羲
は
明
文
を
一
篇
一
篇
見
る
と
良
い
文
章
が
存
在
す
る
理
由

と
し
て
、
次
の
こ
と
を
挙
げ
る
。
す
な
わ
ち
、「
其
身
之
所
閲
歴
、

心
目
之
所
開
明
」、
つ
ま
り
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
お
け
る
経
験
や
体

得
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
至
」
と
い
う
状
態
を
有
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
文

も
素
晴
ら
し
い
も
の
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て「
学
文
者
」

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
の
「
至
」
を
学
ぶ
べ
き
だ
と
す
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
黄
宗
羲
に
と
っ
て
理
想
的
な
文
で
あ
る
「
至

文
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
お
け
る
作
者
の
経
験
や
体
得
に
お

け
る
「
至
」
な
る
も
の
が
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
黄
宗
羲
か
ら
見
れ
ば
、
銭
謙
益
は
結
果
と
し
て
文
に
あ
ら
わ

さ
れ
た
作
者
の
「
至
」
な
る
も
の
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
そ
の
た
め
、
銭
謙
益
自
身
の
学
問
実
践
と
知
識
も
ま
た
、
理
想

的
な
境
地
に
及
ぶ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
黄
宗
羲
は
自
身
の
理
想
と
す
る
詩
文
観
を
基
準
と

し
て
、
明
末
及
び
同
時
代
の
文
人
達
を
批
判
し
て
い
る
。
次
の
文
章

で
は
、
修
辞
の
偏
重
や
模
倣
を
批
判
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
「
入

情
」
と
い
う
表
現
も
み
ら
れ
る
。

わ
た
し
が
思
う
に
、
今
日
の
古
文
の
法
は
亡
ん
で
し
ま
っ
た
。

銭
牧
斎
は
当
世
の
欠
点
に
基
づ
い
て
、
先
民
の
方
式
に
帰
ろ
う

と
し
た
が
、
得
る
と
こ
ろ
は
文
章
の
構
成
や
修
辞
の
間
に
あ
っ

て
、か
え
っ
て
情
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
艾
千
子（
艾

南
英
）
の
文
を
論
じ
た
書
は
、
そ
れ
で
も
時
に
は
優
れ
た
と
こ

ろ
が
あ
っ
た
が
、
作
っ
た
文
は
模
倣
が
ひ
ど
す
ぎ
、
只
だ
王
李

（
王
世
貞
・
李
攀
竜
）
を
模
倣
す
る
者
と
上
っ
面
を
争
っ
た
だ

け
で
あ
る
。（
余
謂
、
今
日
古
文
之
法
亡
矣
。
銭
牧
斎
椅
摭
当

世
之
疵
瑕
、
欲
還
先
民
之
矩
矱
、
而
所
得
在
排
比
鋪
張
之
間
、

卻
是
不
能
入
情
。
艾
千
子
論
文
之
書
、
亦
儘
有
到
処
、
而
所
作

摸
擬
太
過
、
只
与
摸
擬
王
李
者
争
一
頭
面
。）（「
前
翰
林
院
庶

吉
士
韋
菴
魯
先
生
墓
誌
銘
」『
南
雷
文
案
』
巻
七
）

康
煕
十
五
年
に
書
か
れ
た
こ
の
資
料
で
は
、
銭
謙
益
を
「
不
能
入

情
」
と
い
う
点
か
ら
批
判
し
て
い
る
。「
先
民
」
と
は
銭
謙
益
の
重

視
し
た
杜
甫
や
帰
有
光
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
黄
宗
羲
か
ら
す

れ
ば
、
銭
謙
益
は
彼
ら
か
ら
、「
排
比
鋪
張
」、
す
な
わ
ち
文
章
の
構

成
や
修
辞
し
か
学
び
取
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
艾
南
英

に
つ
い
て
は
、「
模
擬
太
過
」
で
あ
り
、
王
世
貞
・
李
攀
竜
を
模
倣

す
る
人
々
と
同
じ
次
元
の
争
い
に
な
っ
て
い
る
と
す
る
。

こ
こ
に
は
、
模
倣
に
代
表
さ
れ
る
習
気
に
対
す
る
黄
宗
羲
の
懸
念

が
表
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
黄
宗
羲
の
見
方
に
よ
れ
ば
、
そ

も
そ
も
王
世
貞
や
李
攀
竜
ら
明
代
の
古
文
辞
派
の
人
士
は
、
彼
ら
に

と
っ
て
の
「
古
文
辞
」
を
模
倣
し
て
い
た
。
そ
し
て
銭
謙
益
・
艾
南
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英
の
時
代
に
は
、「
摸
擬
王
李
者
」、
す
な
わ
ち
古
文
辞
派
の
文
を
模

倣
す
る
人
々
も
存
在
し
た
。
銭
謙
益
や
艾
南
英
は
そ
れ
ら
の
人
々
を

批
判
し
た
が
、
銭
謙
益
の
文
の
理
解
は
形
式
に
止
ま
り
、
艾
南
英
に

は
模
倣
と
い
う
問
題
点
が
あ
っ
た
。
黄
宗
羲
は
こ
の
よ
う
な
人
々
の

そ
れ
ぞ
れ
の
あ
り
方
に
、
習
気
を
見
出
し
た
と
い
え
る
。

さ
ら
に
こ
の
文
章
で
は
、「
入
情
」
を
重
視
し
て
模
倣
や
修
辞
の

偏
重
を
批
判
し
て
い
る
。
模
倣
や
修
辞
の
偏
重
は
万
物
に
関
わ
ろ
う

と
す
る
態
度
と
は
言
え
な
い
た
め
、
模
倣
に
よ
る
文
は
「
情
」
を
表

現
し
た
文
と
は
言
え
な
い
と
い
う
論
理
で
あ
り
、
こ
こ
に
も
性
情
を

重
視
し
習
気
を
批
判
す
る
構
造
が
見
て
取
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
黄
宗
羲
の
明
末
及
び
同
時
代
の
文
人
に
対
す
る

批
判
は
、「
至
」
で
あ
る
こ
と
や
、「
入
情
」
と
い
っ
た
黄
宗
羲
の
詩

文
観
と
表
裏
を
な
し
て
お
り
、
や
は
り
性
情
を
重
視
し
習
気
を
批
判

す
る
黄
宗
羲
の
詩
文
観
に
基
づ
い
て
い
る
と
言
え
る
。

さ
ら
に
、
次
の
「
范
道
原
詩
序
」
で
は
特
定
の
流
派
に
よ
り
な
が

ら
、あ
る
べ
き
あ
り
方
に
到
達
で
き
な
い
人
々
を
問
題
視
し
て
い
る
。

ま
ず
、「
四
書
纔
畢
、
即
辨
朱
陸
異
同
」
と
学
問
に
つ
い
て
、「
今
古

未
分
、
即
争
漢
宋
優
劣
」
と
歴
史
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
わ
ず
か
に

学
ん
だ
だ
け
で
学
派
の
違
い
を
議
論
す
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。

そ
の
上
で
、
詩
文
に
お
い
て
も
同
じ
問
題
が
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
を

述
べ
て
い
く
。

詩
を
言
う
こ
と
に
至
っ
て
は
、
唐
と
宋
の
主
従
を
決
め
、
こ
れ

を
述
べ
広
げ
て
北
地
・
太
倉
・
竟
陵
・
公
安
と
な
っ
た
。
北
地
・

太
倉
を
研
究
す
る
者
は
、
は
た
し
て
北
地
・
太
倉
の
よ
う
な
学

問
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
竟
陵
・
公
安
を
研
究
す
る
者
は
、
は

た
し
て
竟
陵
・
公
安
の
才
情
が
有
る
の
だ
ろ
う
か
。（
至
於
言
詩
、

則
主
奴
唐
宋
、
演
之
而
為
北
地
・
太
倉
・
竟
陵
・
公
安
。
攻
北

地
・
太
倉
者
、
亦
曾
有
北
地
・
太
倉
之
学
問
乎
。
攻
竟
陵
・
公

安
者
、亦
曾
有
竟
陵
・
公
安
之
才
情
乎
。）（「
范
道
原
詩
序
」『
南

雷
文
定
三
集
』
巻
一
）

黄
宗
羲
に
よ
れ
ば
、
明
代
の
詩
文
の
流
派
は
、
唐
と
宋
の
ど
ち
ら
を

主
と
す
る
か
に
始
ま
り
、
さ
ら
に
は
北
地
（
李
夢
陽
）・
太
倉
（
王

世
貞
）・
竟
陵
（
鍾
惺
、
譚
元
春
）
・
公
安
（
袁
宗
道
、
袁
宏
道
、
袁

中
道
三
兄
弟
）
と
い
っ
た
流
派
に
別
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、北
地
・

太
倉
を
研
究
す
る
者
は
、
本
来
の
北
地
・
太
倉
の
よ
う
な
学
問
が
な

く
、
竟
陵
・
公
安
を
研
究
す
る
者
は
、
本
来
の
竟
陵
・
公
安
の
よ
う

な
才
情
が
な
い
と
い
う
。
つ
ま
り
、
特
定
の
学
派
に
よ
り
す
が
り
な

が
ら
、
自
分
自
身
の
学
問
は
な
い
と
い
う
態
度
を
黄
宗
羲
は
問
題
視

し
て
い
る
と
い
え
る
。

同
じ
資
料
の
後
半
部
分
で
は
、
銭
謙
益
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
。

虞
山
（
銭
謙
益
）
は
両
派
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
に
批
判
す
る
こ

と
が
あ
っ
た
。
私
は
閻
古
古
（
閻
爾
梅
）
と
廬
山
で
会
っ
た
と

こ
ろ
、
彼
は
激
し
く
虞
山
の
評
選
の
誤
謬
を
誹
っ
た
。
今
、
古

古
の
文
集
が
出
た
が
、
お
お
よ
そ
多
く
は
表
面
的
な
も
の
で
あ
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り
、ま
っ
た
く
情
に
よ
る
こ
と
ば
が
無
か
っ
た
。
ま
た
（
彼
が
）

虞
山
を
誹
っ
て
い
た
言
葉
に
よ
っ
て
こ
れ
を
誹
ら
ざ
る
を
え
な

い
の
で
あ
る
。（
虞
山
於
両
派
各
有
訾
嗷
。余
遇
閻
古
古
於
廬
山
、

極
詆
虞
山
評
選
之
謬
。
今
古
古
集
出
、
大
略
多
是
門
面
、
絶
無

情
語
、
又
不
得
不
以
詆
虞
山
者
詆
之
矣
。）「
范
道
原
詩
序
」）

銭
謙
益
は
北
地
・
太
倉
と
竟
陵
・
公
安
の
両
方
の
系
統
を
批
判
し
て

い
た
。
一
方
で
閻
爾
梅
は
銭
謙
益
の
「
評
選
之
謬
」
を
批
判
し
て
い

た
が
、
閻
爾
梅
の
文
集
は
「
絶
無
情
語
」
で
あ
り
、
銭
謙
益
に
対
す

る
批
判
と
同
じ
批
判
が
当
て
は
ま
る
と
い
う
。
こ
こ
で
も
、
黄
宗
羲

は
閻
爾
梅
の
文
集
に
「
情
」
の
現
れ
た
言
葉
が
な
い
こ
と
を
批
判
し

て
い
る
。
黄
宗
羲
は
銭
謙
益
や
閻
爾
梅
ら
「
今
人
」
に
つ
い
て
、
自

ら
の
詩
文
に
「
情
」
を
表
現
す
る
こ
と
を
し
な
い
ま
ま
互
い
に
批
判

し
合
っ
て
い
る
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
る
と
い
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
黄
宗
羲
の
明
末
及
び
同
時
代
の
文
人
批
判
は
、

性
情
を
重
視
し
習
気
を
批
判
す
る
詩
文
観
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い

た
。
黄
宗
羲
は
明
末
及
び
同
時
代
の
人
々
が
、
目
前
の
事
物
に
向
き

合
っ
て
生
じ
た
深
い
情
を
表
現
す
る
の
で
は
な
く
、先
人
を
模
倣
し
、

形
式
に
固
執
し
、
他
者
に
依
存
し
て
他
者
を
批
判
し
て
い
る
と
と
ら

え
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
批
判
す
る
こ
と
で
、
黄
宗
羲
は
自
身
の
詩

文
観
を
表
現
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
。

こ
こ
で
、銭
謙
益
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

た
し
か
に
黄
宗
羲
の
銭
謙
益
批
判
に
は
銭
謙
益
に
対
す
る
個
人
的
な

反
感
も
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
黄
宗
羲
が
自
身
の
詩
文
観
に
基
づ
い

て
銭
謙
益
を
批
判
し
て
い
た
側
面
も
認
め
ら
れ
る
と
言
え
る
。
黄
宗

羲
は
、銭
謙
益
が
習
気
に
染
ま
っ
て
い
る
と
み
な
し
て
い
た
一
方
で
、

銭
謙
益
の
批
判
の
み
を
目
指
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
閻
爾

梅
の
よ
う
な
別
の
人
間
が
、
自
身
の
詩
文
を
省
み
ず
に
銭
謙
益
を
批

判
す
る
こ
と
も
問
題
視
し
て
い
た
。
黄
宗
羲
の
評
価
基
準
は
、
ど
の

よ
う
な
流
派
や
方
法
を
支
持
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
あ
く

ま
で
も
「
情
」
を
詩
文
に
表
現
で
き
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
だ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

『
明
文
案
』
の
構
成
は
、「
明
文
案
序
上
」
に
見
え
る
黄
宗
羲
の
詩

文
観
に
基
づ
い
て
い
た
と
言
え
る
。
そ
の
詩
文
観
と
は
、
習
気
を
批

判
し
「
情
」
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
対
象
と
の
関
わ
り
を
前
提

と
す
る
黄
宗
羲
の
性
情
観
に
基
づ
い
て
い
た
。一
方
、習
気
に
染
ま
っ

た
態
度
は
、
そ
れ
に
程
度
の
差
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
対
象
に
真
摯

に
向
き
合
っ
て
い
な
い
こ
と
が
原
因
で
あ
る
点
で
問
題
視
さ
れ
た
。

ま
た
習
気
批
判
は
、
過
去
及
び
同
時
代
に
対
す
る
黄
宗
羲
の
問
題
意

識
と
も
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

本
論
は
、『
明
文
案
』と
同
時
期
に
編
纂
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る『
明

儒
学
案
』
検
討
の
前
提
作
業
と
い
う
ね
ら
い
が
あ
っ
た
。
特
に
黄
宗
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羲
が
「
情
」
を
文
章
の
取
捨
選
択
の
基
準
と
し
て
い
た
点
は
、『
明

儒
学
案
』
に
お
け
る
学
者
の
取
捨
選
択
の
基
準
に
つ
い
て
考
え
る
上

で
も
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、『
明
儒
学
案
』
は
学

者
ご
と
に
そ
の
履
歴
と
著
述
を
収
録
し
て
お
り
、対
象
も
形
式
も『
明

文
案
』
と
は
異
な
る
。
今
後
は
、黄
宗
羲
の
詩
文
観
及
び
『
明
文
案
』

の
編
纂
と
対
照
さ
せ
な
が
ら
、『
明
儒
学
案
』
そ
の
も
の
の
検
討
を

進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
注

（
1
）　

拙
稿｢

黄
宗
羲
の
思
想

│
劉
宗
周
思
想
の
受
容
か
ら
「
自
得
」

の
重
視
へ｣

『
集
刊
東
洋
学
』
一
〇
八
号
、
二
〇
一
三
年

（
2
）　

福
本
雅
一
「
黄
宗
羲
の
文
学
観
」『
史
泉
』
二
三
・
二
四
、

一
九
六
二
年

（
3
）　

野
村
鮎
子
「
黄
宗
羲
『
明
文
案
』
考
」『
学
林
』
一
九
、 

一
九
九
三

年

（
4
）　

注
2
参
照
。
ま
た
、
西
村
秀
人
氏
は
、
黄
宗
羲
の
詩
に
は
「
性
情
」

が
あ
り
、「
詩
心
」が
黄
宗
羲
の
学
問
の
根
柢
に
な
っ
て
い
た
と
す
る
。

「
遺
民
黄
宗
羲
の
詩
論
に
つ
い
て
」『
人
文
論
叢
』
三
九
、 

一
九
九
一

年
。

（
5
）　

項
念
東
「
上
下
千
古 

自
治
性
情

│
黄
宗
羲
詩
学
思
想
的
創
新

性
」『
岳
陽
職
業
技
術
学
院
学
報
』、
二
〇
〇
七
年
五
期

（
6
）　

項
念
東
氏
は
、「
性
情
」
を
把
握
す
る
営
み
で
あ
る
「
知
詩
」
が
『
明

儒
学
案
』「
発
凡
」
に
お
い
て
「
宗
旨
」
を
重
視
す
る
こ
と
と
同
じ

論
理
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る 

（「
黄
宗
羲
詩
学
思
想
的
哲
学
色
彩
」

『
文
芸
理
論
研
究
』、
二
〇
〇
六
年
二
期
）。
氏
の
指
摘
は
興
味
深
く
、

今
後
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
7
）　

注
2
参
照
。

（
8
）　

野
村
鮎
子
「
黄
宗
羲
の
帰
有
光
評
価
を
め
ぐ
っ
て
」『
学
林
』

一
七
、 

一
九
九
一
年

（
9
）　

注
3
参
照
。

（
10
）　

ま
た
、
黄
宗
羲
が
晩
年
に
銭
謙
益
を
批
判
し
て
い
な
が
ら
、
銭
謙

益
の
文
を
多
く
収
録
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
野
村
氏
は
「
依
然
と
し

て
銭
謙
益
の
文
学
史
的
地
位
を
自
覚
し
て
い
た
に
違
い
な
い
」と
し
、

「
黄
宗
羲
の
文
集
中
に
繰
り
返
さ
れ
る
銭
謙
益
批
判
は
、
敬
慕
し
な

が
ら
も
そ
れ
を
憎
み
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
銭
謙
益
を
超
え
よ

う
と
し
た
彼
の
内
的
葛
藤
の
表
れ
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
述
べ
、
銭

謙
益
を
収
録
し
た
「『
明
文
案
』『
明
文
海
』
の
真
価
は
、
こ
う
し
た

個
人
的
感
情
を
超
越
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
」
の
で
は
な
い

か
と
推
測
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
詳
し
い
検
証
が
必
要
だ
と
思
わ
れ

る
。
注
3
参
照
。

（
11
）　

注
8
参
照
。

（
12
）　
「
明
文
案
序
下
」
で
は
明
代
の
詩
文
の
変
遷
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
な
お
、野
村
鮎
子
氏
が
指
摘
し
て
い
る
通
り
、「
明
文
案
序
」

に
は
諸
本
間
で
文
字
の
異
同
が
存
在
す
る
。
本
論
で
は
『
明
文
案
』

書
前
「
明
文
案
序
」
を
底
本
と
し
た
。

（
13
）　
「
蓋
以
一
章
一
体
論
之
、
則
有
明
未
嘗
無
韓
・
杜
・
欧
・
蘇
・
遺
山
・

牧
菴
・
道
園
之
文
。
若
成
就
以
名
一
家
則
如
韓
・
杜
・
欧
・
蘇
・
遺

山
・
牧
菴
・
道
園
之
家
、
有
明
固
未
嘗
有
其
一
人
也
。」（「
明
文
案

序
上
」）
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（
14
）　
「
議
者
以
震
川
為
明
文
第
一
、
似
矣
。
試
除
去
其
叙
事
之
合
作
、

時
文
境
界
、
間
或
闌
入
、
求
之
韓
欧
集
中
、
造
次
発
言
、
亦
無
是
也
。

此
無
他
、
三
百
年
人
士
之
精
神
、
専
注
於
場
屋
之
業
、
割
其
余
以
為

古
文
、
其
不
能
尽
如
前
代
之
盛
者
、
無
足
怪
也
」（「
明
文
案
序
上
」）。

傍
線
部
は
、
野
村
氏
が
諸
本
間
で
異
同
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
部

分
で
あ
る
。『
南
雷
文
定
前
集
』
で
は
こ
の
部
分
を
「
較
之
宋
景
濂

尚
不
能
及
」
に
作
っ
て
い
る
。
こ
の
原
因
に
つ
い
て
、
野
村
氏
は
黄

宗
羲
の
銭
謙
益
観
と
の
関
わ
り
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
15
）　
「
前
代
古
文
之
選
、『
昭
明
文
選
』・『
唐
文
粋
』・『
宋
文
鑑
』・『
元

文
類
』
為
最
著
。『
文
選
』
主
於
修
辞
、
一
知
半
解
、
文
章
家
之
有

偏
覇
也
。『
文
粋
』
掇
菁
擷
華
、
亦
『
選
』
之
鼓
吹
。『
文
鑑
』
主
於

政
事
、
意
不
在
文
、
故
題
有
関
係
而
文
不
称
者
皆
所
不
遺
。『
文
類
』

則
蘇
天
爵
未
成
之
書
也
、碑
版
連
牘
、刪
削
有
待
。」（「
明
文
案
序
上
」）

（
16
）　

呉
光
氏
は
『
黄
宗
羲
全
集
』
に
お
い
て
、『
明
文
海
評
語
彙
輯
』『
明

文
授
読
評
語
彙
輯
』
を
編
集
し
、
そ
れ
に
対
し
て
解
説
を
加
え
て
い

る
。
本
論
で
は
呉
光
氏
の
彙
輯
本
を
用
い
た
。
沈
善
洪
主
編
、
呉
光

執
行
主
編
『
黄
宗
羲
全
集 

増
訂
版
』、
浙
江
古
籍
出
版
社
、

二
〇
〇
五
年
。
以
下
、
黄
宗
羲
の
文
章
は
『
黄
宗
羲
全
集
』
に
基
づ

き
、
句
読
点
は
適
宜
改
め
、
本
文
中
の
符
号
は
発
表
者
が
補
っ
た
。

ま
た
、『
南
雷
文
案
』
等
の
『
黄
宗
羲
全
集
』
の
基
づ
く
所
出
も
示

し
た
。

（
17
）　
「
唐
詩
正
声
凡
例
」
に
「
題
曰
正
声
者
、
取
其
声
律
純
完
、
而
得

性
情
之
正
者
矣
」
と
あ
り
、『
唐
詩
正
声
』
は
「
声
律
純
完
」
を
基

準
と
し
て
い
た
。
蔡
瑜
『
高
棅
詩
学
研
究
』（
国
立
台
湾
大
学
出
版

委
員
会
、
一
九
九
〇
年
）
参
照
。

（
18
）　

村
上
哲
見
氏
の
解
説
に
詳
し
い
。
村
上
哲
見
著
『
三
体
詩
』（
新

訂
中
国
古
典
選
一
六
―
一
七
）、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
七
年

（
19
）　
「
纒
綿
而
有
情
、
感
慨
而
多
致
、
排
比
之
間
、
自
然
不
仮
人
力
、

顧
千
鎚
百
錬
所
不
易
及
。」（「
陸
鉁
俟
詩
序
」）

（
20
）　
「
詩
以
道
性
情
、夫
人
而
能
言
之
。
然
自
古
以
来
、詩
之
美
者
多
矣
、

而
知
性
者
何
其
少
也
。
蓋
有
一
時
之
性
情
、
有
万
古
之
性
情
。
…
…

故
言
詩
者
、
不
可
以
不
知
性
。」（「
馬
雪
航
詩
序
」）

（
21
）　
「
又
以
人
物
同
出
一
原
、
天
之
生
物
有
参
差
、
則
悪
亦
不
可
不
謂

之
性
、
遂
以
疑
物
者
疑
及
於
人
。
…
…
人
之
性
則
成
不
忍
、
亦
猶
万

物
所
賦
之
専
一
也
。
物
尚
不
与
物
同
、
而
況
同
人
於
物
乎
。」（「
馬

雪
航
詩
序
」）

（
22
）　
「
今
日
之
時
文
、
有
非
誦
数
時
文
所
得
者
乎
。
同
一
誦
数
也
、
先

儒
之
義
学
、
其
愈
於
餖
飣
之
剿
説
亦
可
知
矣
。」（「
取
士
上
」））


