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l
､
は
じ
め
に

(-)

『詩
経
』
周
南
関
唯
篇
は
､

に
､
妻
を
求
め
る
良
き
男
が
遠
-
か
ら
来
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る

の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
こ
の
歌
謡
の
現
れ
た
当
時
の
人
々
に
は
よ
-
分
か

っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
堆
鳩
と
い
う
鳥
が
そ
う
い
う
永
い
伝
習
の
観
念

を
負

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
｡

1

○
関
関
推
鳩
､

○
参
差
行
菜
､

○
求
之
不
得
､

○
参
差
行
菜
､

○
参
差
行
菜
､

在
河
之
洲
､

左
右
流
之
､

藩
蘇
思
服
､

左
右
釆
之
､

左
右
宅
之
､

窃
究
淑
女
'

窃
究
淑
女
､

悠
哉
悠
哉
､

窃
究
淑
女
､

窃
究
淑
女
､

君
子
好
速
､

藩
蘇
求
之
､

壊
転
反
側
､

琴
家
友
之
､

鐘
鼓
楽
之
､

と
述
べ
'
こ
の
輿
詞
が
､
初
夏
に
堆
鳩
が
発
情
期
に
は
い
り
ク
ワ
ツ
ク
ワ
ッ

と
鳴
い
て
中
洲
に
入
る
と
い
う
情
景
を
単
に
直
叙
し
て
い
る
の
で
は
な
-
､

古
代
人
が
鳥

(関
唯
篇
で
は
堆
鳩
)
の
神
秘
性
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
観
念

具
体
的
に
は
鳥

(推
鳩
)
が
結
婚

･
安
産
を
も
た
ら
す
と
い
う
観
念
を
背
景

に
持
ち
つ
つ
､良
い
男
が
妻
を
求
め
に
来
た
こ
と
を
隠
愉
す
る
と
推
定
す
る
｡
(3
)

ま
た
､
同
様
に
第
二
章
の
興
詞

｢参
差
行
菜
､
左
右
流
之
､
｣
に
関
し
て
も
､

と
各
章
四
句
､
計
五
章
か
ら
な
る
詩
で
あ
る
｡
赤
塚
忠
博
士
は
､
冒
頭
の
興

詞

｢関
欄
頂
鳩
､
在
河
之
洲
､
｣
に
つ
い
て

｢中
国
古
代
詩
歌
の
発
生
と
そ
の

展
開
｣
で
､

字
面
だ
け
で
み
る
と
､
腔
鳩
が
河
の
中
洲
に
鳴
い
て
い
る
と
い
う
に
過

ぎ
な
い
も
の
が
'
実
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
-
､
ま
こ
と
に
幸
運
な
こ
と

太
古
以
来
野
菜
を
採
集
す
る
の
は
女
性
の
作
業
で
あ
り
､
特
に
祭
礼
に

き

ょう
せ
ん

お
い
で
は
､
そ
れ
を
調
理
し
て
神
に
供

供

す
る
の
は
そ
の
聖
務
で
あ

っ

た
｡
野
菜
に
は
水
草
が
珍
重
さ
れ
た
｡
水
草
は
､
大
地
の
精
で
あ
る
水

分
を
十
分
に
受
け
て
い
る
も
の
で
あ
り
'
実
際
に
栄
養
価
が
高
-
､
ま

た
､
水
に
洗
わ
れ
て
清
浄
で
も
あ
り
､
こ
れ
を
採
る
に
は
苦
労
す
る
の
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で
､
そ
の
苦
労
が
誠
意
の
こ
も
っ
た
奉
仕
と
も
感
じ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
｡

こう
さ
い

そ
こ
で
､
行
菜
が
新
案
を
高
-
低
-
水
面
に
出
し
て
水
流
に
洗
い
清
め

ら
れ
る
よ
う
に
右
に
左
に
揺
れ
て
い
れ
ば
､
ひ
と
り
で
に
こ
れ
を
採

っ

て
神
に
献
げ
て
祈
ろ
う
と
衷
情
を
か
き
立
て
る
で
あ
ろ
う
｡
-
-
た
だ

し
､
関
堆
篇
で
は
､
行
菜
を
供
す
る
相
手
は
神
で
は
な
-
て
'
第

三
早

に
示
さ
れ
た

｢君
子
｣
に
な
っ
て
い
る
｡
淑
女
の
､
思
い
慕
う
君
子
に

行
菜
を
料
理
し
て
馳
走
し
歓
待
し
た
い
と
い
う
感
情
に
な
っ
て
い
る
｡

な
ぞ

神
に
擬

ら
え
得
る
思
い
慕
う
男
性
が
あ
れ
ば
'
神
に
尽
-
す
ほ
ど
の
最

上
の
歓
待
を
し
た
い
と
い
う
の
は
､
女
性
の
心
情
の
自
然
な
移
ろ
い
で

あ
ろ
う
｡

さ
か
な

き
ん

-
生
え
出
て
い
る
行
菜
を
採
ろ
う
よ
｡
そ
れ
を
菜

に
宴
を
張
り
､
琴

･

し
っ

家
を
奏
す
る
う
ち
に
進
め
ま
い
ら
せ
よ
う
よ
｡

○
高
-
低
-
生
え
出
て
い
る
行
菜
を
採
り
､
い
ざ
料
理
し
て
､
そ
れ
を

さ
かな

宴
の
菜
に
し
､
鐘
や
太
鼓
を
奏
し
て
､
良
き
夫
を
た
の
し
ま
せ
よ
う
よ
｡

と
し
､
開
催
篇
の
主
題
は

｢成
婚
の
吉
兆
を
得
た
淑
女
の
情
｣
を
述
べ
る
こ

と
で
あ
り
､
頑

女
の
純
情
｣
を
歌

っ
た
と
す
る
o
さ
ら
に
､
関
堆
篇
の
制
作

年
代
に
つ
い
て
､

と
､
こ
の
興
詞
が
宗
廟
に
供
え
る
た
め
の
行
菜
を
採

っ
て
い
る
様
を
単
に
直

裕

叙
し
て
い
る
の
で
は
な
-
､
古
代
の
習
俗
を
背
景
に
女
性
の
男
性
に
対
す
る

敏

思
慕
を
隠
喰
す
る
と
規
定
す
る
｡
第
四
章
の
｢参
差
行
菜
､
左
右
釆
之
､｣
や

第
五
章
の

｢参
差
行
菜
､
左
右
篭
之
､｣
も
同
様
､
第

三
早
を
う
け

｢君
子
の

薮

来
訪
を
待

っ
(Y
,歓
待
す
る
情
を
表
し
て
｣
い
る
と
説
明
す
る
.
そ
し
て
､
開

催
篇
の
詩
意
を
､

○
め
で
た
い
こ
と
に
､
ミ
サ
ゴ
が
河
の
中
洲
に
来
て
､
関
々
と
鳴
き
､

お
の

こ

妻
を
求
め
る
君

子

の
来
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
い
る
｡
こ
の
た
お
や
か
な

室 曇撃

そ
､
そ
の
好
き
配
偶
で
あ
る
｡

に
は
行
菜
が
高
-
低
-
生
え
て
流
れ
に
右
に
左
に
揺
れ
て
い

むつ

る
｡
こ
の
た
お
や
か
な
淑
女
は
､
そ
れ
を
採
っ
て
睦

み
の
宴
を
張
ろ
う

ね

さ

ひ
と

と
､
来

て
も
藩

め
て
も
良
き
夫

を
求
め
て
い
た
｡

○
求
め
て
も
得
ら
れ
ぬ
ま
ま
へ
蘇
て
も
藩
め
て
も
思
い
に
か
き
く
れ
伏

し
て
､
も
ど
か
し
や
も
ど
か
し
や
と
､
身
も
だ
え
し
て
寝
が
え
り
ば
か

h
ソ
0

0
今
良
き
夫
の
来
る
と
い
う
吉
き
お
告
げ
を
聞
い
て
は
'
い
ざ
高
-
低

関
唯
篇
は
､
ま
だ
あ
る
特
定
の
女
性
の
問
題
に
つ
い
て
詠
ず
る
と
い
う

叙
述
に
は
至
っ
て
い
な
い
｡
成
婚
を
待
つ
淑
女

一
般
に
つ
い
て
描
い
て

い
る
｡
し
か
し
､
古
朴
な
反
復
体
か
ら
脱
出
し
つ
つ
あ
る
も
の
で
あ
る
｡

そ
こ
で
､
伝
統
的
な
歓
待
の
情
を
述
べ
る
よ
り
も
､
そ
の
悶
々
の
情
を

述
べ
る
と
い
う
生
身
の
人
間
の
新
鮮
さ
が
あ
る
｡
平
凡
な
同
形
の
五
章

ふさ

構
成
で
は
な
-
て
､
そ
の
展
開
に
通
わ
し
い
不
平
均
な
章
句
の
構
成
に

な
っ
て
お
り
､
そ
れ
は
優
に
序

･
破

･
急
の
緩
急
が
あ
る
｡
-
-
下
旬

に
虚
字
を
持
つ
表
現
が
多
い
の
で
､
む
し
ろ
､
四
字

二
二
字
の
流
動
感

か
も

よ

うち
ょう
し

ん

し

を
醸

す
｡
ま
た
､
関
関

･窃
宛

･参
差

な
ど
の
音
声
効
果
の
多
い
連
綿

詞
を
使
用
し
て
い
る
｡
こ
と
に
､
第

一
章
は
第
三
句
だ
け
韻
を
外
し
た

三
句
韻
で
鮮
明
に
､
こ
れ
を
暴
け
る
第
二
章
は
隔
句
韻
.で
荘
重
に
､
第

三
章
は
毎
句
韻
で
あ
る
だ
け
で
な
-
､
｢悠
哉
｣
の
語
を
反
復
し
て
急
激

に
､
そ
し
て
､
第
四
章
･第
五
章
は
隔
句
韻
で
荘
重
に
収
束
し
て
い
る
O

-
-
関
堆
篇
で
は
第

一
段
で
は
鮮
明
に
､
第
二
段
で
は
急
激
に
､
そ
し

よ
い
ん

て
第
三
段
で
は
荘
重
に
収
束
す
る
が
､
第
二
段
の
激
し
さ
の
余

韻

が
耳

に
残
っ
て
い
て
､
収
束
の
意
が
い
っ
そ
う
深
厚
な
音
楽
と
な
る
の
で
あ

る
｡
こ
の
よ
う
に
､
発
展
し
洗
練
さ
れ
た
歌
謡
が
文
王
の
時
代
の
作
品

で
あ
る
は
ず
が
な
い
｡

2
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と
述
べ
､
そ
の
形
式
の
成
熟
度

･
音
楽
的
効
果
の
洗
練
度
か
ら
開
墾

属
の
成

立
を
西
周
の
中
期
以
後
の
こ
と
と
し
､
ま
た
そ
の
作
者
に
つ
い
て
も
､

要
す
る
に
'
開
催
簾
は
､
そ
れ
が
誰
で
あ
る
か
を
指
名
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
､
宮
廷
的
楽
人
の
作
で
あ
っ
て
-
-

と
､
宮
廷
の
楽
人
を
想
定
す
る
｡

1
万
､
こ
の
関
堆
篇
の
冒
頭
の
興
詞

｢開
聞
推
鳩
､
在
河
之
洲
､
｣
に
つ
い

て
境
武
男
は

『詩
経
全
釈
』
に
お
い
て
､

こ
の
鳥
が
河
の
中
洲
に
飛
来
す
る
の
は
禰
魚
の
た
め
で
あ
り
､
そ
の
求

魚
と
い
う
こ
と
に
､
毛
詩
の
表
現
で
は

｢求
女
｣
の
義
が
も
た
さ
れ
､

こ
の
詩
の
よ
う
に
求
婚
を
発
想
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
｡

と
､
赤
塚
博
士
が
君
子
来
訪
に
対
す
る
歓
待
を
隠
喰
す
る
と
し
た
冒
頭
2
句

を

｢求
女
｣
を
隠
愉
す
る
と
し
､
ま
た
第
二
章
の
興
詞

｢参
差
行
菜
､
左
右

(8
)

流
之
'｣
に
関
し
て
､

ア
サ
ザ
は
祭
把
の
お
供
え
物
と
見
ら
れ
､
そ
の
採
集
は
若
い
女
性
と
す

れ
ば
､
次
句
の
淑
女
と
照
応
す
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
ま
ま
に
異
性
思
慕

を
暗
示
す
る
｡

と
述
べ
､
関
腔
篇
の
詩
意
は
詩
経
の
編
纂
者
に
は

｢結
婚
の
祝
頒
楽
歌
｣
と

理
解
さ
れ
て
い
た
と
す
る
｡
推
鳩
が
中
洲
に
い
-
と
い
う
行
為
が
発
情
に
由

来
す
る
隠
愉
な
の
か
､
あ
る
い
は
ま
た
掃
魚
に
由
来
す
る
隠
喰
な
の
か
と
い

う
違
い
は
､
赤
塚
忠
･境
武
男
両
氏
が
そ
れ
ぞ
れ
冒
頭
の
興
詞

｢関
関
推
鳩
､

在
河
之
洲
､｣
の
背
後
に
､
現
代
と
は
異
な
る
中
国
古
代
独
自
の
習
俗
が
ひ
か

え
て
い
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
｡
両
氏
は
そ
れ
ぞ
れ
『詩
経
』

中
の
興
詞
の
類
似
表
現
が
に
な
う
共
通
の
意
味
の
考
察
を
通
し
て
､
『詩
経
』

(9
)

の
原
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
｡
こ
の

『詩
経
』
中
の
類
型
的
表

現
の
比
較

･
検
討
に
よ
る

『詩
経
』
原
義
の
研
究
は
近
年
多
大
の
進
歩
を
と

げ
た
が
､
古
代
の
生
活
環
境
や
そ
の
習
俗
に
関
し
て
未
解
明
の
部
分
が
ま
だ

残
存
し
て
お
り
､
今
後
の
研
究
に
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
分
も
少
な
-

な
い
｡
し
か
し
､
こ
の
類
型
的
表
現
の
比
較

･
検
討
に
よ
る
原
義
の
研
究
は

〓
疋
の
成
果
を
あ
げ
て
お
り
､
『詩
経
』
の
原
義
は
若
干
の
揺
れ
を
残
し
っ
つ

も
確
定
し
っ
つ
あ
る
O
閑
雅
簾
に
つ
い
て
も
冒
頭
の
興
詞

『関
関
唯
鳩
､
在

河
之
洲
､｣
の
推
鳩
が
中
洲
に
入
る
の
が
発
情
の
た
め
か
あ
る
い
は
禰
魚
の
た

め
か
確
定
し
て
は
い
な
い
が
'
こ
の
句
が
単
に
堆
鳩
が
ク
ワ
ツ
タ
ワ
ッ
と
鳴

い
て
中
洲
に
入
る
と
い
う
情
景
を
直
叙
し
て
い
る
の
で
は
な
-
､
古
代
人
が

堆
鳩
の
神
秘
性
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
観
念
を
背
景
に
持
ち
つ
つ
､
良
い
男

が
妻
を
求
め
に
来
た
こ
と
を
隠
愉
し
て
い
る
と
す
る
点
は
確
定
し
て
い
る
｡

と
こ
ろ
で
､
こ
の
よ
う
に
古
代
歌
謡
と
し
て
の

『詩
経
』
が
そ
の
真
の
姿

で
､
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
た
の
か
と
い
う

『詩
経
』
成
立
に
関
わ
る
研
究
が

進
展
し
て
-
る
と
､
ま
た
こ
の
『詩
経
』
原
義
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
と
泰
･

漢
期
の

『詩
経
』
理
解
と
の
著
し
い
乗
離
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
｡
中
国

の
古
典
は
､

一
般
的
に
は
先
人
の
訓
話
を
後
人
が
増
禰
す
る
と
い
う
形
式
で

伝
え
ら
れ
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
増
補
が
誤
解
を
う
み

『詩
経
』
の
原
義
か
ら

離
れ
る
こ
と
が
あ
り
､
ま
た
各
時
代
の
社
会
的

･
政
治
的
な
要
請
か
ら
意
識

的
に
別
の
意
味
を

『詩
経
』
に
読
み
こ
む
こ
と
も
あ
る
｡.
本
稿
で
は
叙
上
の

よ
う
に
し
だ
い
に
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
原

『詩
経
』
が
､
秦

･
漢
期
に

ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
-
の
か
を
特
に
関
推
篇
に
限
定
し
て
明
ら
か
に

し
､
経
書
と
し
て
の

『詩
経
』
の
成
立
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
か
を
解
明
し

て
､
経
学
成
立
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
｡

3
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二
㌧
『毛
侍
』
の
閑
雅
篇
理
解

敏 裕

ま
ず
､
『詩
経
琴

体
に
対
し
て
も
っ
と
も
ま
と
ま
っ
た
訓
話
を
施
し
て
い

る
も
の
に
'
『毛
侍
』
が
あ
る
｡
『毛
俸
』
は
以
後
の

『詩
経
』
解
釈
を
長
-

規
定
し
た
｡
『鄭
葺
』
『正
義
』
『集
侍
』等
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
､

概
ね
こ
の
影
響
を
ま
ぬ
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
『漢
書
』芸
文
志
に
よ
れ

ば
､
漢
代
に
は

『毛
詩
』
系
統
の
本
に
は

｢毛
詩
二
十
九
巻
｣
と

｢毛
詩
話

訓
俸
三
十
巻
｣
と
が
あ
っ
た
｡
こ
の
両
者
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
か

定
か
で
は
な
い
が
､
こ
の

｢毛
詩
話
訓
博
三
十
巻
｣
が
現
行
の

『毛
侍
』
で

あ
ろ
う
｡
『毛
停
』
の
作
者
に
関
し
て
は
､
漢
初
の
人
大
毛
公
毛
亨
で
あ
る
と

3卿n

す
る
説
等
諸
説
あ
る
が
､
現
状
で
は
明
確
に
決
定
し
が
た
い
｡
こ
の
『毛
俸
』

は
関
唯
篇
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
注
す
る
｡

服
思
之
也
､

悠
哉
悠
哉
､
埴
轄
反
側
､

悠
思
也
'

参
差
芹
菜
､
左
右
釆
之
､

窃
宛
淑
女
､
琴
芳
友
之
､

宜
以
琴
悪
友
柴
之
､

参
差
拝
菜
､
左
右
等
之
t

等
揮
也
､

窃
詑
淑
女
へ
鐘
鼓
柴
之
､

徳
盛
者
'
宜
有
鐘
鼓
之
柴
､

蘇

関
閑
雅
鳩
､
在
河
之
洲
'

興
也
､
開
関
和
声
也
､
唯
鳩
王
堆
也
､
鳥
撃
而
有
別
､
水
中
可
居
者
日

洲
､
后
妃
説
柴
君
子
之
徳
､
無
不
和
語
､
又
不
淫
其
色
､
慎
固
幽
深
､

若
推
鳩
之
有
別
鳶
､
然
後
可
以
風
化
天
下
､
夫
婦
有
別
則
父
子
親
'
父

子
親
則
君
臣
敬
､
君
臣
敬
則
朝
廷
正
､
朝
廷
正
則
王
化
成
､

窃
宛
淑
女
へ
君
子
好
述
､

窃
宛
幽
間
也
､
淑
善
､
速
匹
也
､
言
后
妃
有
閑
堆
之
徳
､
是
幽
間
貞
専

之
善
女
､
宜
為
君
子
之
好
匹
､

参
差
芹
菜
'
左
右
流
之
､

行
接
余
也
､
流
求
也
､
后
妃
有
閑
推
之
徳
､
乃
能
共
行
菜
､
備
庶
物
､

以
事
宗
廟
也
､

窃
詑
淑
女
'
藩
寮
求
之
'

藩
覚
､
蘇
寝
也
､

求
之
不
得
､
棄
蘇
思
服
､

こ
れ
に
よ
れ
ば
､
『毛
博
』
は
ま
ず

｢関
関
堆
鳩
'
在
河
之
洲
､｣
を

｢興
｣

で
あ
る
と
定
義
し
､
さ
ら
に
雌
雄
の
関
係
に
け
じ
め
が
あ
る
堆
鳩
が
開
聞
(ク

ワ
ッ
ク
ワ
ツ
)
と
河
の
洲
で
鳴
き
交
わ
し
て
い
る
様
を
描
写
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
､
后
妃
と
な
る
女
性
が
貞
叔
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
隠
喰
し
て
い
る
と
述

(12)

べ
て
い
る
｡
こ
れ
に
つ
い
て
､
赤
塚
忠
博
士
は
､

4

『毛
伝
』
に
し
て
も
､
『朱
伝
』
に
し
て
も
､
堆
鳩
に
有
別
の
隠
橡
が
あ

る
と
す
れ
ば
､
何
故
に
そ
れ
が
唯
鳩
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
を
明
ら
か

に
す
る
必
要
が
あ
る
｡
有
別
を
説
-
に
は
他
に
適
当
な
物
も
あ
ろ
う
｡

鳥
で
も
も
っ
と
適
切
な
鳥
が
あ
り
は
し
な
い
か
｡
堆
鳩
を
挙
げ
る
の
は

ぐヽつ
も
く

寓

目

の
情
景
で
あ
っ
た
ろ
う
か
｡

と
'
『毛
倦
』
の
開
催
篇
解
釈
の
無
理
さ
を
指
摘
し
て
い
る
｡
ま
た
､
｢窃
究

淑
女
､
君
子
好
述
､｣
に
対
し
て
も
､
本
来

『詩
経
』
で
は
婦
女
の
も
の
ご
L

を
表
す
擬
態
語
で
あ
っ
た

｢窃
究
｣
を
倫
理
的
に

｢貞
淑
｣
の
意
に
解
釈
し
､

詩
全
体
を
淑
女
が
関
腔
の
徳
を
身
に
つ
け
れ
ば
､
彼
女
は
幽
間
貞
専
な
す
ば

ら
し
い
女
性
で
あ
り
､
必
ず
君
子
の
好
き
連
れ
合
い
と
し
て
り
っ
ぱ
な
后
妃
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に
な
る
で
あ
ろ
う
と
注
し
､
原
義
的
解
釈
と
は
異
な
り
政
治
的

･
倫
理
的
に

解
釈
し
て
い
る
｡
ま
た

『集
博
』
が
興
と
す
る

｢参
差
行
菜
､
左
右
流
之
､｣

に
対
し
て
は

｢興
｣
と
は
せ
ず
､
唯
鳩
の
徳
の
あ
る
后
妃
が
行
菜
を
取
っ
て

供
え
､
ま
た
そ
の
他
の
物
を
備
え
て
宗
廟
を
祭
る
こ
と
を
単
に
直
叙
し
て
い

る
と
解
説
し
て
い
る
｡
以
下
､
『毛
停
』
を
も
と
に
開
催
篇
を
解
釈
す
れ
ば
'

指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
｡
そ
れ
で
は

『毛
俸
』
以
外
の
案

･
漢
期
の
他
文
献

は
関
腔
篇
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡

三
､

秦

･
漢
期
の
他
文
献
の
閑
雅
篇
理
解

前
漢
初
期
の
高
祖
期
な
い
し
呂
后
期

(

(■-..■
13.一

〇
六
～
一
八
〇
)
に
成

○
夫
婦
の
別
を
守
っ
て
ク
ワ
ッ
ク
ワ
ッ
と
な
ご
や
か
に
鳴
-
推
鳩
が
､
河

の
中
洲
に
い
る
｡
そ
の
よ
う
に
奥
ゆ
か
し
い
淑
女
は
､
必
ず
君
子
の
よ
き

連
れ
合
い
と
な
る
｡

○
高
-
低
-
生
え
て
い
る
行
菜
は
､
左
右
に
こ
れ
を
求
め
て
宗
廟
に
供
え

る
｡
奥
ゆ
か
し
い
淑
女
は
､
寝
て
も
覚
め
て
も
こ
れ
を
求
め
る
｡

○
こ
れ
を
求
め
て
も
得
ら
れ
な
い
の
で
'
寝
て
も
覚
め
て
も
思
い
に
-
れ

る
｡
思
い
悩
ん
で
壊
転
と
寝
返
り
を
う
つ
｡

○
高
-
低
-
生
え
て
い
る
行
菜
は
､
左
右
に
こ
れ
を
求
め
て
宗
廟
に
供
え

る
｡
奥
ゆ
か
し
い
淑
女
は
､
琴
窓
を
友
と
し
て
楽
し
む
｡

○
高
-
低
-
生
え
て
い
る
行
菜
は
､
左
右
に
こ
れ
を
求
め
て
宗
廟
に
供
え

る
｡
奥
ゆ
か
し
い
淑
女
は
､
鐘
鼓
を
楽
し
む
｡

立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
『馬
王
堆
漠
墓
烏
書
五

十
五
章
の
説
が
開
催
篇
を
引
用
し
て
い
る
｡

篇
』
(以
下
五
行
篇
)
第
二

菱
苛

〔淑
女
､
噂
〕
昧
求
之
､
思
色
也
､
求
之
弗
得
､
噂
昧
思
伏
､
言

方
急
也
､
蘇
才
蔀
才
､
賭
博
反
廟
､
言
升
甚

〔急
也
､
急
〕
如
此
升
甚

也
､
交
諸
父
母
之
廟
､
烏
諸
､
則
有
死
弗
為
之
臭
､
交
諸
兄
弟
之
廓
､

亦
弗
烏
也
､
交

〔諸
〕
邦
人
之
廟
､
亦
弗
薦
也
､
〔畏
〕
父
兄
､
升
殺
畏

人
､
産
也
､
蔀
色
橡
於
産
､
進
耳
､

5

と
な
る
｡
こ
の

『毛
停
』
に
よ
る
解
釈
で
は
､
た
と
え
ば
第
二
章
の

｢寝
て

も
覚
め
て
も
こ
れ
を
求
め
る
｡｣
等
の
句
が

7
体
何
を
求
め
る
の
か
必
ず
し
も

明
確
で
は
な
い
｡
こ
れ
が
か
り
に
宗
廟
に
供
え
る
行
菜
で
あ
る
と
し
て
も
､

行
菜
を
寝
て
も
覚
め
て
も
求
め
る
と
い
う
の
は
か
な
り
無
理
な
解
釈
で
あ

る
｡
ま
た
､
第

一
章
が
開
催
篇
中
で
い
か
な
る
位
置
づ
け
に
な
る
か
､
明
確

で
は
な
い
｡
さ
ら
に
前
述
し
た
よ
う
に
､
堆
鳩
が
雌
雄
の
関
係
が
ま
じ
め
で

け
じ
め
が
あ
る
鳥
で
あ
る
か
ど
う
か
も
問
題
で
あ
り
､
『毛
停
』
に
よ
る
解
釈

は
漢
代
的
な
政
治
的
倫
理
的
潤
色
に
よ
る
解
釈
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
､

こ
の
解
釈
が
漢
代
の
い
か
な
る
人
々
に
よ
る
､
い
か
な
る
目
的
を
持
っ
た
解

釈
で
あ
る
か
は
別
稿
で
考
察
す
る
｡
こ
こ
で
は
'
『毛
侍
』
の
解
釈
の
特
徴
を

こ
こ
で
五
行
篇
は
｢菱
苛

〔淑
女
､
噂
〕
昧
求
之
､｣
(現
行
本
第
二
章
の
｢窃

究
淑
女
､
藩
疾
求
之
､｣
)
に

｢思
色
也
｣
と
注
し
､
こ
の
句
は
男
性
を
慕
う

女
性
の
切
な
る
気
持
ち
を
表
し
た
も
の
と
す
る
｡
ま
た
､
｢求
之
弗
得
､
噂
昧

思
伏
'｣
(現
行
本
第
三
章
の

｢求
之
不
得
'
藩
採
思
服
､｣
)
お
よ
び

｢蔀
才

蔀
才
､
賭
博
反
廟
､｣
(現
行
本
第
三
章
の

｢悠
哉
悠
哉
､
壊
転
反
側
､｣
)
に

そ
れ
ぞ
れ

｢冨
井
急
也
｣
｢言
升
甚

〔急
也
〕｣.
と
注
し
､
そ
れ
ぞ
れ
を
男
性

を
慕
う
女
性
の
気
持
ち
の
激
し
さ
を
言
う
も
の
と
し
て
い
る
｡
五
行
篇
第
二

十
五
章
の
説
は
､
此
の
後
男
女
の
交
渉
を
父
母
の
か
た
わ
ら
で
行
う
か
ど
う

か
と
い
う
こ
と
か
ら
議
論
を
す
す
め
､
父
母
の
み
な
ら
ず
兄
弟
や
邦
人
の
前

で
さ
え
も
男
女
の
交
渉
は
行
わ
れ
な
い
事
を
述
べ
､
産

(こ
の
場
合
男
女
の

交
渉
を
ど
こ
で
行
う
か
と
い
う
こ
と
)
が
血
縁
的
な
性
格

(父
母
)
を
越
え

て
非
血
縁
的
な
普
遍
的
全
天
下
的
な
性
格

(邦
人
)
を
持
つ
こ
と
を
述
べ
て

い
る
｡
第
二
十
五
章
の
説
全
体
の
意
味
か
ら
考
え
て
も
引
用
さ
れ
た
関
堆
篇
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が
男
女
の
性
交
渉
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
､
第
二
二
二
章
も

『毛
博
』
と
は

異
な
り
女
性
が
男
性
を
交
渉
の
相
手
と
し
て
思
い
慕
う
意
味
で
理
解
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
｡
五
行
篇
第
二
十
五
章
の
説
の
関
堆
篇
解
釈
は

断
章
取
義
で
一
部
分
の
解
釈
で
あ
り
原
義
的
解
釈
が

｢淑
女
の
純
情
｣
と
し

た
の
と
は
若
干
ず
れ
る
も
の
の
'
女
性
が
男
性
を
思
い
慕
う
と
し
て
い
る
点

で
先
述
し
た
赤
塚
忠
･境
武
男
両
氏
の
原
義
的
解
釈
に
か
な
り
近
-
､
『毛
停
』

が
淑
女
が
行
菜
を
寝
て
も
覚
め
て
も
求
め
る
と
す
る
の
と
は
異
な
る
｡

次
に
;=,陳
喬
樵
に
よ
れ
ば
今
文
系
統
の
魯
詩
と
さ
れ
る

『史
記
』
十
二
諸

侯
年
表
に
､

め
る
対
象
を
宗
廟
に
供
え
る
行
菜
と
す
る
の
と
異
な
っ
て
い
る
｡

ま
た
､
『史
記
』
儒
林
博
に
､

太
史
公
日
､
余
香
功
令
､
至
於
虞
属
撃
官
之
路
､
未
嘗
不
磨
書
而
歎
也
､

日
嵯
乎
､
､夫
周
室
衰
而
関
腔
作
､
幽
属
微
両
虎
楽
壊
､
諸
侯
悪
行
､
政

由
憂
国
､
故
孔
子
閏
王
路
廟
而
邪
道
興
､
於
是
論
次
詩
書
､
修
起
頑
柴
'

通
弊
聞
留
､
三
月
不
知
肉
味
､
自
衛
返
魯
､
然
後
楽
正
､
雅
頒
各
得
其

所
､

太
史
公
議
春
秋
暦
諸
謀
､
至
周
属
王
､
末
嘗
不
廃
書
而
歎
也
､
-
-
周

道
映
'
詩
人
本
之
社
席
､
関
腔
作
､
仁
義
陵
遅
､
鹿
鳴
刺
蔦
､
及
至
属

王
'
以
悪
聞
其
過
'
公
卿
惟
謙
而
禍
作
､
属
王
遂
奔
千
島
､
乱
自
京
師

始
､
而
共
和
行
政
蔦
､

薮

と
あ
る
｡
こ
れ
に
よ
れ
ば
開
催
篇
は
周
の
勢
力
が
衰
え
た
属
王
の
時
代
に
作

ら
れ
た
と
さ
れ
て
お
り
､
『毛
博
』
と
は
異
な
り
制
作
年
代
を
特
定
し
て
い
る
｡

ま
た
｢周
道
映
､
詩
人
本
之
社
席
､
関
堆
作
､｣
と
い
う
表
現
か
ら
考
え
る
と
､

開
催
篇
は
詩
人
が
社
席

(し
と
ね
で
の
夫
婦
の
性
交
渉
)
の
け
じ
め
の
な
さ

を
非
難
し
て
作
っ
た
こ
と
に
な
り
､
十
二
諸
侯
年
表
で
は
関
堆
篇
中
の

｢求

之
不
得
'
藩
来
思
服
､
悠
哉
悠
哉
､
鞍
転
反
側
､｣
な
ど
が
濃
厚
に
相
手
を
求

め
る
句
と
し
て
好
色
な
女
性
の
性
的
欲
求
の
貧
欲
さ
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
｡
し
た
が
っ
て
女
性
が
男
性
を
性
交
渉
の
相
手
と
し
て
求
め

る
と
言
う
行
為
を
原
義
的
解
釈
が
女
性
の
純
情
と
す
る
の
と
は
異
な
り
こ
こ

で
は
女
性
の
性
的
欲
求
の
行
き
過
ぎ
と
み
て
非
難
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
全

体
の
詩
意
の
問
題
を
お
い
て
､
｢求
｣
め
る
当
事
者
が
誰
か

｢求
｣
め
る
対
象

が
何
か
と
い
う
レ
ベ
ル
で
は
十
二
諸
侯
年
表
は
原
義
的
解
釈
や
五
行
篇
な
ど

と
同
様
に
女
性
が
男
性
を
思
慕
す
る
と
し
て
お
り
､
こ
の
点
『毛
侍
』
が
｢求
｣

と
あ
る
｡
こ
こ
で
も
開
腔
篇
は
十
二
諸
侯
年
表
と
同
様
に
､
周
の
勢
力
が
衰

え
た
属
王
の
時
代
の
作
と
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
関
堆
篇
の
内
容
に
つ
い
て
は
､

周
の
勢
力
が
衰
え
て
関
堆
篇
が
作
ら
れ
た
と
言

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
す

と
､
関
堆
篇
が
周
室
の
衰
退
を
非
難
し
て
い
る
と
と
ら
え
て
い
る
と
思
わ
れ

る
｡
従
っ
て
'
十
二
諸
侯
年
表
と
同
様
に
詩
人
が
社
席

(し
と
ね
で
の
夫
婦

生
活
)
の
け
じ
め
の
な
さ
を
非
難
し
て
作
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
司
馬
遷
の

関
腫
篇
に
対
す
る
こ
の
理
解
は
お
そ
ら
-
両
者
か
ら
考
え
て
一
定
し
た
も
の

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
従
っ
て
､
儒
林
博
の
閑
雅
篇
理
解
は
十
二
諸
侯
年

表
と
同
様
に
､
女
性
が
男
性
を
性
交
渉
の
相
手
と
し
て
求
め
る
と
言
う
行
為

を
女
性
の
純
情
と
す
る
か
ま
た
は
女
性
の
性
欲
の
行
き
過
ぎ
と
み
る
か
と
言

う
詩
意
の
問
題
を
お
い
て
､
｢求
｣
め
る
当
事
者
が
誰
か

｢求
｣
め
る
対
象
が

何
か
と
い
う
レ
ベ
ル
で
は
原
義
的
解
釈
や
五
行
篇

･
十
二
諸
侯
年
表
な
ど
と

同
じ
で
あ
り
聖

毛
侍
』
が

｢求
｣
め
る
対
象
を
宗
廟
に
供
え
る
行
菜
と
す
る

の
と
は
異
な
る
｡

ま
た
､
陳
喬
椎
に
よ
れ
ば
今
文
系
統
と
さ
れ
る

『漢
書
』
杜
欽
侍
に
欽
の

発
言
を
引
用
し
､

6

后
妃
之
制
'
天
幕
治
乱
存
亡
之
端
也
､
迩
三
代
之
季
世
､
覧
宗

･
宣
之

饗
園
､
察
近
属
之
符
験
､
禍
放
鳥
常
不
由
女
徳
､
是
以
侃
玉
委
鳴
､
関
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腔
歎
之
､
知
好
色
之
伐
性
短
年
'
離
制
度
之
生
無
厭
､
天
下
将
蒙
化
､

陵
夷
而
成
俗
也
､
故
詠
淑
女
､
幾
以
配
上
､
忠
孝
之
篤
､
仁
厚
之
作
也
､

夫
君
親
寿
尊
､
園
家
治
安
､
誠
臣
子
之
至
願
､
所
昔
勉
之
也
､
-
-
今

九
女
之
制
､
合
於
往
古
､
無
害
於
今
､
不
逆
於
民
心
､
至
易
行
也
､
行

之
至
有
福
也
､
将
軍
輔
政
而
不
蚤
定
､
非
天
下
之
所
望
也
､
唯
将
軍
信

臣
子
之
願
､
念
関
堆
之
思
､
逮
委
政
之
隆
､
及
始
初
清
明
､
烏
漢
家
建

無
窮
之
基
'
誠
難
以
忽
､
不
可
以
遠
､

男
女
之
別
圃
之
大
節
-
-
周
之
康
王
夫
人
曇
出
朝
'
関
腔
起
興
､
思
得

淑
女
､
以
配
君
子
､
夫
推
鳩
之
鳥
､
猶
未
嘗
見
乗
居
而
匹
直
也
､
夫
男

女
之
盛
'
合
之
以
産
､
則
父
子
生
悪
､
君
臣
成
蔦
､
故
烏
万
物
始
､
君

臣
父
子
夫
婦
三
者
､
天
下
之
大
綱
紀
也
､

と
あ
る
｡
前
漢
末
､
成
帝
は
好
色
で
放
窓
な
生
活
を
送
り
皇
后
以
下
後
宮
の

女
官
に
も
事
件
が
多
-
､
最
後
ま
で
嗣
子
が
生
ま
れ
な
か
っ
た
が
､
杜
欽
は

こ
の
皇
帝
の
女
性
問
題
を
国
家
混
乱
の
原
因
と
考
え
た
｡
そ
し
て
､
后
妃
制

度
の
重
要
性
を
痛
感
し
貞
淑
な
女
性
を
皇
帝
に
要
せ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を

王
鳳
に
進
言
し
た
が
､
こ
れ
が
こ
の
杜
欽
伝
に
引
用
さ
れ
て
い
る
O
こ
の
中

で
杜
欽
は
､
関
堆
篇
の
作
者
は
皇
后
が
好
色
の
た
め
朝
寝
を
し
て
い
る
の
を

そ
し
っ
て
関
推
篇
を
作
っ
た
と
し
て
お
り
､
作
者
は
閑
雅
第
で
淑
女
を
詠
ず

る
こ
と
を
通
し
て
貞
淑
な
淑
女
こ
そ
が
后
妃
と
な
る
べ
き
こ
と
を
こ
い
ね
が

っ
た
と
し
て
い
る
｡
杜
欽
侍
は
､
第
三
者
が
貞
淑
な
女
性
を
后
妃
に
し
よ
う

と
探
し
求
め
る
と
解
釈
し
た
点
で
原
義
的
解
釈
や
五
行
篇
･
『史
記
』
と
は
異

な
る
こ
と
に
な
る
｡
ま
た

『毛
停
』
と
む
第

1
章
の
解
釈
は
ほ
ぼ
同
じ
だ
が
､

第
二
章
以
下
の

『窃
宛
淑
女
､
落
涙
求
之
､｣
｢求
之
不
得
､
藩
蘇
思
服
､
悠

哉
悠
哉
､
壊
転
反
側
､
｣
｢窃
究
淑
女
､
琴
悪
友
之
､｣
｢窃
宛
淑
女
､
鐘
鼓
楽

之
､
｣
に
つ
い
て

『毛
停
』
が
淑
女
が
行
菜
を
求
め
る
意
と
し
て
い
た
の
を
､

杜
欽
侍
で
は
将
軍
や
信
臣
な
ど
し
か
る
べ
き
人
物
が
皇
帝
に
め
あ
わ
せ
る
べ

き
貞
淑
な
女
性
を
探
し
求
め
る
と
し
て
い
る
点
が
異
な
る
｡
杜
欽
の
関
唯
篇

解
釈
は
､
関
推
篇
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
-
､
関
腔
篇
に
よ

っ
て
自
己
の
主
張
を
正
統
化
し
よ
う
と
い
う
漢
代
特
有
の
政
治
的
解
釈
で
あ

る
｡

･(16)

ま
た

『列
女
停
』
貌
曲
沃
負
伝
に
､

と
あ
る
｡
こ
れ
は
､
『漢
書
』
杜
欽
博
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
が
､
杜
欽
侍

と
異
な
り
冒
頭
の
興
詞

｢開
聞
推
鳩
､
在
河
之
洲
､｣
に
つ
い
て
推
鳩
は
夫
婦

と
も
ど
も
け
じ
め
が
あ
り
な
れ
な
れ
し
く
な
い
こ
と
を
隠
喰
し
て
い
る
と
説

明
す
る
｡
『列
女
俸
』貌
曲
沃
負
侍
は
､
興
詞
の
説
明
を
し
て
い
る
こ
と
を
除

-
と

『漢
書
』
杜
欽
侍
と
非
常
に
近
い
関
係
に
あ
り
､
第
三
者
が
貞
淑
な
女

性
を
后
妃
に
し
よ
う
と
探
し
求
め
る
と
解
釈
し
て
お
り
､
原
義
的
解
釈
や
五

行
篇
･
『史
記
』
と
は
異
な
る
｡
ま
た

『毛
博
』
と
も
第

一
章
の
解
釈
は
ほ
ぼ

同
じ
だ
が
､
第
二
章
以
下
の

｢窃
宛
淑
女
､
藩
来
求
之
､｣
｢求
之
不
得
､
藩

蘇
思
服
､
悠
哉
悠
哉
､
壊
転
反
側
､
｣
｢窃
究
淑
女
､
琴
悪
友
之
､
｣
｢窃
究
淑

女
､
鐘
鼓
楽
之
､｣
に
つ
い
て

『毛
博
』
が
淑
女
が
行
菜
を
求
め
る
意
と
し
て

い
た
の
が
､
貌
曲
沃
負
伝
で
は
将
軍
や
信
臣
な
ど
し
か
る
べ
き
人
物
が
皇
帝

に
め
あ
わ
せ
る
べ
き
貞
淑
な
女
性
を
探
し
求
め
る
と
し
て
い
る
点
が
異
な

る
｡

(17】

ま
た
､
関
堆
篇
の

『毛
序
』
は
､

- 7-

開
催
后
妃
之
徳
也
､
風
之
始
也
'
所
以
風
天
下
而
正
夫
婦
也
､
故
用
之

郷
入
幕
､
用
之
邦
国
憲
､
-
-
然
則
関
堆
麟
祉
之
化
､
王
者
之
風
､
故

繋
之
周
公
､
南
言
化
自
北
而
南
也
､
鵠
巣
･廟
虞
之
徳
､
諸
侯
之
風
也
､

先
王
之
所
以
教
､
故
繋
之
召
公
､
周
南
召
南
正
始
之
道
､
王
化
之
基
､

是
以
関
堆
楽
得
淑
女
､
以
配
君
子
'
憂
在
進
賢
'
不
淫
其
色
､
哀
窟
宛
､

思
賢
才
'
而
無
傷
善
之
心
蔦
､
是
関
堆
之
義
也
､
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と
､
冒
頭
に
関
腫
篇
は
后
妃
の
徳
に
つ
い
て
述
べ
る
と
規
定
す
る
｡
そ
し
て
､

後
半
で
后
妃
に
な
る
べ
き
淑
女
を
君
子

(具
体
的
に
は
皇
帝
か
)
に
め
あ
わ

せ
る
第
三
者
が
存
在
す
る
こ
と
を
に
お
わ
せ
､
こ
の
第
三
者
の
考
え
と
し
て

后
妃
に
な
る
べ
き
淑
女
は
貞
淑
で
奥
ゆ
か
し
-
賢
明
で
あ
る
こ
と
が
の
ぞ
ま

れ
る
と
し
､
こ
の
后
妃
の
理
想
像
を
述
べ
る
こ
と
こ
そ
が
関
推
第
の
本
義
で

あ
る
と
述
べ
る
｡
こ
れ
に
よ
る
と
､
関
堆
篇
の
作
者
は
皇
帝
の
結
婚
相
手
を

き
め
る
第
三
者
で
あ
り
､
閑
雅
幕
の
制
作
意
図
は
貞
淑
で
奥
ゆ
か
し
-
賢
明

で
あ
る
こ
と
が
后
妃
の
資
質
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
点
に
あ
る
こ
と
に
な

る
｡
こ
の

『毛
序
』
の
関
推
篇
理
解
は
'
『漢
書
』
杜
欽
停

『列
女
博
』
貌
曲

沃
負
伝
と
は
近
い
関
係
に
あ
り
､
原
義
的
解
釈
や
五
行
篇
･
『史
記
』
と
は
全

く
異
な
り
､
『毛
侍
』
と
は

一
部
を
除
き
ほ
ぼ
異
な
る
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ

れ
る
｡

(18)

最
後
に
王
充
の

『論
衡
』
謝
短
篇
に
､

求
め
る
と
す
る

『漢
書
』
杜
欽
停

『毛
序
』
『列
女
侍
』
魂
曲
沃
負
俸

『論
衡
』

等
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡

四
'

結
論

薮

間
詩
家
日
､
詩
作
何
帝
王
時
也
､
彼
将
日
､
周
衰
而
詩
作
､
蓋
康
王
時

也
､
康
王
徳
映
於
房
､
大
臣
刺
妻
､
故
詩
作
､

と
あ
る
｡
こ
こ
で
は
周
の
康
王
の
時
代
の
大
臣
が
､
康
王
が
女
性
と
の
関
係

に
ふ
け
り
朝
廷
に
-
る
の
が
遅
い
こ
と
を
そ
し
っ
て
閑
雅
篇
を
作

っ
た
と
し

て
い
る
｡
『論
衡
』謝
短
篇
の
関
堆
篇
理
解
は
開
催
簾
の
作
者
や
制
作
時
代
が

は
っ
き
り
と
述
べ
ら
れ
る
点
を
除
け
ば
､
『漢
書
』
杜
欽
俸

『毛
序
』
『列
女

侍
』
貌
曲
沃
負
侍
等
と
か
な
り
近
い
も
の
で
あ
り
､
原
義
的
解
釈
や
五
行
篇
･

『史
記
』
と
異
な
っ
て
い
る
｡

以
上
､
漢
代
の
諸
文
献
の
関
推
篇
解
釈
を
見
て
き
た
｡
そ
の
結
果
､
漠
代

の
諸
文
献
の
関
推
篇
解
釈
は
､
｢求
｣
め
る
当
事
者
が
誰
か
ま
た

｢求
｣
め
る

対
象
が
何
か
に
注
目
し
て
分
類
す
る
と
､
①
女
性
が
男
性
を
思
い
慕
う
と
す

る
原
義
的
解
釈
･
五
行
篇
･
『史
記
』
の
グ
ル
ー
プ
と
､
②
淑
女
が
行
菜
を
求

め
る
と
す
る

『毛
停
』
と
､
③
第
三
者
が
后
妃
と
な
る
べ
き
貞
淑
な
女
性
を

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
､
関
推
篇
は
第
二
句
の
｢窃
究
淑
女
､
宿
蘇
求
之
､
｣

の

｢求
｣
め
る
当
事
者
が
誰
か
ま
た

｢求
｣
め
る
対
象
が
何
か
と
い
う
点
を

基
準
に
分
類
す
る
と
､
①
淑
女
が
異
性
を
思
い
慕
う
と
す
る
原
義
的
解
釈

･

五
行
篇
･
『史
記
』
の
グ
ル
ー
プ
と
､
②
淑
女
が
行
菜
を
求
め
る
と
す
る

『毛

停
』
と
､
③
第
三
者
が
皇
帝
の
后
妃
と
な
る
べ
き
貞
淑
な
女
性
を
捜
し
求
め

る
と
す
る

『漢
書
』
杜
欽
伝

『毛
序
』
『列
女
侍
』
貌
曲
沃
負
伝

『論
衡
』
等

の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡
し
か
し
①
の
グ
ル
ー
プ
も
､
詩
意

の
レ
ベ
ル
で
は
男
性
を
思
い
慕
う
淑
女
の
純
情
を
詠
じ
た
と
す
る
原
義
的
解

釈
､
皇
后
が
性
交
渉
の
相
手
と
し
て
皇
帝
を
思
い
国
家
の
政
治
が
混
乱
し
て

を
こ
ま
る
点
を
詩
人
が
そ
し
っ
た
と
す
る

『史
記
』
等
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
｡

①
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
秦

･
漢
期
の
諸
文
献
は
､
そ
の
作
者
に
関
し
て
､

あ
る
い
は
制
作
年
代
に
関
し
て
､
さ
ら
に
は
そ
の
内
容
に
関
し
て
も
様
々
に

解
釈
し
て
お
り
､
そ
の
解
釈
の
多
様
性
に
は
お
ど
ろ
-
べ
き
も
の
が
あ
る
｡

し
か
し
､
｢参
差
行
菜
､
左
右
流
之
､｣
｢参
差
行
菜
､
左
右
釆
之
､｣
｢参
差
行

菜
､
左
右
篭
之
､｣
等
の
興
詞
の
原
義
的
解
釈

｢女
性
が
君
子

(男
性
)
の
来

訪
を
歓
待
す
る
｣
の
基
本
的
部
分

(｢求
｣
め
る
当
事
者
が
誰
か
ま
た

｢求
｣

め
る
対
象
が
何
か
と
い
う
点
)
は
ふ
ま
え
て
お
り
､
ま
だ

『詩
経
』
を
本
文

に
そ
っ
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
残
し
て
い
る
と
も
い
え
る
｡
次
に
､

②
に
属
す
る

『毛
停
』
だ
が
､
｢窃
究
淑
女
､
君
子
好
述
､
｣
に
対
し
て
､
淑

女
が
関
腔
の
徳
を
身
つ
け
れ
ば
'
彼
女
は
幽
間
貞
専
な
す
ば
ら
し
い
女
性
で

あ
っ
て
､
必
ず
君
子
の
好
き
連
れ
合
い
と
し
て
り
っ
ぱ
な
后
妃
に
な
る
で
あ

ろ
う
と
注
し
て
お
り
､
漢
代
の
特
徴
で
あ
る
政
治
的
倫
理
的
な
潤
色
が
認
め

ら
れ
る
｡
も
ち
ろ
ん
､
①
の
グ
ル
ー
プ
も
政
治
的
倫
理
的
な
立
場
か
ら
詩
を

8
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引
用
し
て
は
い
る
が
､
断
章
取
義
的
に
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
り
､
自
己
の

主
張
を
正
当
化
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
つ
つ
も

『詩
経
』
を
解
釈
し
ょ
う
と

言
う
ス
タ
ン
ス
は
維
持
さ
れ
て
お
り
､自
己
の
主
張
の
正
当
化
の
た
め
に
『詩

経
』
を
悪
意
的
に
解
釈
す
る
こ
と
も
い
と
わ
な
い
と
言
う
状
態
に
は
至

っ
て

い
な
い
｡
最
後
に
③
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
が
､
こ
れ
は
前
漢
末
の
杜
欽
の
王

鳳
に
対
す
る
進
言
に
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
好
色
で
放
慈
な
生
活
を
送
り
皇

后
以
下
後
宮
の
女
官
に
も
事
件
が
多
か
っ
た
成
帝
期
の
実
情
を
背
景
に
産
ま

れ
て
き
た
解
釈
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
こ
れ
ら
は
､
『詩
経
』
を
本
文
に
そ
っ

て
解
釈
し
よ
う
と
言
う
ス
タ
ン
ス
は
失

っ
て
お
り
､
自
己
の
主
張
の
正
当
化

の
た
め
に

『詩
経
』
を
窓
意
的
に
解
釈
す
る
こ
と
も
い
と
わ
な
い
と
言
う
立

場
で
､
『詩
経
』
が
本
来
持

っ
て
い
た
宗
教
的
文
化
的
権
威
は
ほ
と
ん
ど
形
骸

化
し
て
お
り
､
形
式
的
な

『詩
経
』
の
権
威
を
利
用
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
｡

筆
者
は

『毛
序
』
に
関
し
て
'
そ
の
解
釈
が
い
か
な
る
必
然
性
を
持

っ
て
､

い
か
な
る
人
々
の
手
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
論
じ
た
こ

(19
)

と
が
あ
る
｡

以
上
'
関
推
篇
に
関
し
て
漢
代
多
様
な
解
釈
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
､
そ

し
て
そ
れ
ら
の
関
推
篇
解
釈
が
､
い
か
な
る
必
然
性
を
持

っ
て
'
い
か
な
る

人
々
の
手
に
よ
る
の
か
と
い
う
点
､
に
つ
い
て
も
部
分
的
に
述
べ
た
｡
こ
れ

が
､
『詩
経
』
全
体
に
つ
い
て
ど
う
で
あ
る
か
､
そ
し
て
漢
代

『詩
経
』
学
の

歴
史
的
政
治
的
思
想
史
的
意
義
は
ど
う
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題

と
し
.た
い
｡

(岩
手
大
学
教
育
学
部
)

五
六
貢
｡

刷赤
塚
前
掲
書

棚赤
塚
前
掲
書

㈲赤
塚
前
掲
書

㈲赤
塚
前
掲
書

S

『詩
経
全
釈
』

五
七
～
五
八
貢
｡

六
二
～
六
三
貢
C

六
〇
～
六
一
貢
｡

六
1
貢
｡

(汲
古
書
院

一
九
八
四
年
八
月
)

一
四
貢
｡

㈲境
前
掲
書

一
四
貢
｡

㈱本
稿
で
は
､
以
後
こ
れ
を

一
応
原
義
的
解
釈
と
よ
ぶ
｡

㈹

『毛
俸
』
は
院
元
の
十
三
経
注
疏
本
に
よ
る
｡
以
下
も
同
様
｡

㈹こ
の
点
に
つ
い
て
は
､
『四
庫
提
要
』
経
部

｢毛
詩
話
訓
侍
｣
の
項
を
参
照
｡

㈹赤
塚
前
掲
書
五
一
貫
｡

㈹
『馬
王
堆
漠
墓
吊
書

『列
女
停
』』
は
池
田
知
久

『馬
王
堆
漠
墓
高
書
五
行

篇
研
究
』
(汲
古
書
院

1
九
九
三
年
二
月
)
に
よ
る
｡
五
行
篇
の
草
分
け
も
同

書
に
よ
る
C
以
下
も
同
様
｡

㈹

『史
記
』
は
中
華
書
局
出
版

(
一
九
五
九
年
)
に
よ
る
｡
以
下
も
同
様
｡

㈹
『漢
書
』
は
中
華
書
局
出
版

二

九
六
二
年
)
に
よ
る
｡
以
下
も
同
様
｡

㈹

『列
女
停
』
は

｢劉
向

『列
女
停
』
の
研
究
｣
(下
見
隆
雄
､
東
海
大
学
出

版
会
､
平
成
元
年
)
に
よ
る
｡

脚

『毛
序
』
は
院
元
の
十
三
経
注
疏
本
に
よ
る
｡

㈹
『論
衡
』
は
中
華
書
局
出
版

『論
衡
校
釈
』
(
一
九
九
〇
年
)
に
よ
る
｡

㈹拙
論
｢
『毛
序
』
成
立
考
･⊥
凸
文
学
と
の
比
較
を
中
心
と
し
て
ー
｣
(日
本
中

国
学
会
報

第
四
十
集
三
二
-

四
六
貢
)
参
照
｡

9

26

近

3
『詩
経
』
は
院
元
の
十
三
経
注
疏
本
に
よ
る
.
『詩
経
』
は
､
正
確
に
は
毛

亨
が
伝
え
た
と
さ
れ
る

『毛
詩
』
の
こ
と
で
あ
る
が
1
般
に
は

『詩
経
』
と
よ

び
な
ら
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
､
今
は
そ
れ
に
従
う
｡
以
下
も
同
様
｡

佃
『赤
塚
忠
著
作
集
第
五
巻

詩
経
研
究
』
(研
文
社

昭
和
六
1
年
三
月
)




