
痩
文
の
文
章
と
詩
の
有
機
的
連
関
を
図
る
授
業
・
 
i

高
　
谷
　
泰
.
千

]
　
は
じ
め
に

〓
　
漢
文
に
よ
る
授
業
の
意
義

,
.
!

特
別
進
学
課
の
生
徒
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
.

松
山
聖
陵
高
等
学
校
は
へ
.
愛
媛
県
松
山
市
の
西
部
、
市
内
を
見
時

ち
す
丘
,
の
土
肥
あ
る
私
立
男
子
高
校
で
あ
る
。
そ
の
中
に
特
別
進
学

課
が
あ
る
,
?
・
こ
の
特
別
進
学
課
は
'
,
 
・
大
学
進
学
者
を
養
成
す
る
課
と

し
て
五
年
前
に
設
立
潰
れ
た
。
も
か
し
、
]
設
立
し
て
間
も
な
い
こ
と

も
あ
っ
七
、
学
力
の
低
い
生
徒
が
少
な
-
な
い
O
・
ノ
生
徒
達
の
学
力
が

大
学
進
学
レ
ベ
ル
に
達
し
な
い
原
因
を
考
え
て
み
る
と
'
・
単
な
る
学

力
不
足
と
い
う
こ
七
だ
け
で
は
な
-
∵
生
徒
達
が
本
当
に
自
分
の
も
っ

て
い
る
様
々
な
力
を
発
見
し
伸
ば
し
-
て
.
い
-
た
め
の
精
神
的
な
発
達

,
.
s
不
足
滝
ま
た
大
き
_
な
原
因
.
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
。
私
た
ち
教
師

は
、
い
わ
ゆ
る
学
力
と
い
う
も
の
を
身
に
つ
け
さ
せ
な
が
ら
、
自
ら

修
養
し
自
己
を
豊
か
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
精
神
的
な
力
を
も
育
て

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
:
こ
の
よ
う
な
認
識
の
上
で
'
・
漢
文
の
授
業
の

意
義
に
つ
い
I
t
J
考
え
'
授
業
づ
-
り
を
試
み
た
O
/

生
徒
達
が
要
を
苦
手
と
す
る
理
由
.
:

生
徒
達
が
漢
文
を
苦
手
と
す
る
原
因
は
、
、
ま
ず
漢
字
が
苦
手
i
J
い

う
こ
と
だ
。
.
漢
字
が
苦
手
な
生
徒
は
'
由
宇
が
表
意
文
字
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
自
然
に
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
醜
字
の
意
味
と
読

み
と
形
を
組
み
合
わ
せ
て
覚
え
ら
れ
な
い
。
∵
こ
れ
は
漢
文
を
読
む
際

に
大
き
な
障
害
に
な
っ
て
い
る
。

第
二
の
原
因
は
へ
.
-
古
文
の
文
法
で
も
っ
て
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

.
い
、
.
と
い
う
こ
と
だ
。
一
漢
字
の
意
味
を
必
死
で
追
.
っ
て
行
`
こ
う
と
し

て
い
る
生
徒
に
し
て
み
れ
ば
、
頭
を
古
文
に
切
り
替
え
る
の
は
大
変

な
こ
と
-
の
よ
う
だ
?
・
生
徒
の
頭
の
中
で
は
漢
文
と
古
文
は
切
り
離
さ

れ
て
い
る
の
だ
。

生
徒
が
漢
文
を
苦
手
と
す
る
二
つ
の
原
E
E
[
を
み
て
み
る
と
'
そ
の

性
質
が
似
て
い
る
と
こ
ろ
に
気
づ
く
。
-
つ
ま
c
v
'
.
:
関
係
と
い
う
も
の

を
意
識
す
る
こ
と
が
'
生
徒
に
と
っ
て
困
難
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。

∵
関
係
を
見
つ
け
る
カ
バ
利
用
す
る
力
は
ハ
思
考
に
と
う
て
と
-
て
も

il Il



重
要
な
も
の
だ
。
し
か
し
'
こ
れ
ら
の
力
の
欠
如
が
、
生
徒
が
漢
文

を
苦
手
と
す
る
理
由
で
透
る
な
ら
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
漢
文
を
読

む
こ
と
に
よ
っ
て
へ
関
係
を
見
つ
け
利
用
す
る
力
が
養
わ
れ
る
t
　
と

言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

言
葉
を
感
じ
る
力
・
想
像
力
の
欠
如
一

ま
た
へ
　
生
徒
達
は
言
葉
に
よ
っ
.
て
感
勤
し
に
-
-
な
っ
て
い
る
。

ビ
ジ
ュ
ア
ル
世
代
と
い
う
言
葉
も
あ
る
が
'
言
葉
に
よ
っ
て
伝
え
ら

れ
る
状
況
を
想
像
す
そ
し
と
が
苦
手
で
あ
り
'
言
葉
に
よ
っ
て
語
ら

れ
る
人
間
の
感
情
や
思
想
に
感
情
で
も
っ
て
答
え
ら
れ
な
い
。
た
と

え
ば
生
徒
達
が
時
事
問
題
に
弱
い
'
と
い
う
の
も
こ
の
よ
う
な
こ
と

が
大
き
な
原
因
で
あ
i
P
,
つ
。
新
聞
や
テ
レ
ビ
で
報
じ
ら
れ
る
よ
う
な

様
々
な
事
件
の
起
こ
る
社
会
と
自
分
の
生
き
て
い
る
社
会
を
つ
な
ぐ

こ
と
が
で
き
な
い
。
奮
い
て
あ
る
こ
と
を
理
解
し
た
と
し
て
も
'
漠

然
と
し
た
意
見
や
感
材
℃
か
も
て
な
い
の
だ
。

漢
文
に
は
'
こ
の
よ
う
な
言
葉
に
よ
っ
て
感
動
で
き
な
い
生
徒
、

蝣

-

蝣

蝣

:

蝣

.

[

,

 

'

一

,

.

.

蝣

蝣

;

,

一

j

 

I

.

.
は
っ
き
り
と
そ
の
生
き
る
姿
を
示
し
て

る
。
古
典
と
し
て
読
ま
れ
る
漢
文
の
特
徴

は
、
文
章
で
も
詩
で
も
そ
こ
か
ら
力
浅
い
思
想
が
う
か
が
え
る
こ
と

で
あ
る
。
日
本
の
古
典
に
思
想
が
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
が
へ
相

対
的
に
み
て
漢
文
の
ほ
う
が
、
人
間
の
生
き
方
に
つ
い
て
は
っ
き
り

と
示
す
t
　
と
い
う
特
徴
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。

漢
文
に
残
-
あ
ら
わ
れ
る
人
間
の
生
き
方
を
漢
字
を
通
し
て
読
み

取
ろ
う
と
す
る
と
き
(
生
徒
達
は
、
漢
字
ひ
い
て
は
言
葉
が
1
面
的

な
も
の
や
は
な
-
、
書
き
手
の
立
場
や
思
想
や
感
情
を
深
-
内
包
し

て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
気
づ
-
と
考
え
る
。

そ
し
て
、
そ
う
し
た
活
動
は
'
教
材
の
力
に
媒
介
さ
れ
て
、
.
生
徒

達
の
言
葉
を
感
じ
る
力
・
想
像
力
を
育
て
て
い
-
と
期
待
さ
れ
る
。

漢
文
の
性
質
を
引
き
出
す
た
め
に
(
詩
と
文
章
の
関
連
)

こ
の
よ
う
な
考
え
を
も
っ
て
、
今
回
「
漢
詩
と
文
章
の
有
機
的
連

関
を
図
る
」
授
業
を
試
み
た
。
「
漢
文
の
詩
と
文
章
の
有
機
的
連
関

を
図
る
」
と
は
、
漢
詩
と
文
章
を
か
ら
み
あ
わ
せ
て
読
む
こ
と
に
よ

る
読
解
と
'
読
解
の
先
に
い
る
作
者
や
登
場
人
物
へ
の
接
近
を
図
る

こ
と
を
さ
す
。
.
1
つ
の
話
が
文
章
と
詩
で
構
成
さ
れ
る
と
き
、
文
章

は
詩
の
生
ま
れ
て
き
た
状
況
に
つ
い
て
説
明
し
'
漢
詩
は
作
者
の
感

情
や
思
想
を
表
出
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
漢
詩
を
中
心
に
据
え
へ
漢
詩

に
う
た
わ
れ
た
思
想
や
心
情
を
深
-
理
解
す
る
た
め
に
文
章
を
読
み

解
い
て
行
-
、
.
と
い
う
活
動
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
作
者

の
感
情
や
思
想
に
よ
り
近
-
迫
る
こ
と
が
で
き
る
へ
　
と
考
え
た
。

ま
た
へ
そ
の
過
程
で
、
-
漢
字
の
読
み
へ
形
と
漢
字
の
意
味
の
照
ら

し
合
わ
せ
を
行
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
漢
文
に
お
け
る
漢
字
の
機

能
を
再
発
見
、
自
覚
さ
せ
る
こ
と
を
企
図
し
た
。

三
　
授
業
の
概
略

次
に
挙
げ
る
の
は
一
学
期
に
続
け
て
行
っ
た
二
つ
の
単
元
で
あ
る
。

対
象
は
高
等
学
校
二
年
一
ク
ラ
ス
　
(
男
子
二
十
四
名
)



こ
の
二
つ
の
単
元
は
、
前
述
の
へ
言
葉
か
ら
人
間
の
思
想
や
感
情

を
感
じ
取
る
と
い
う
目
標
を
念
頭
に
置
き
∵
文
章
と
詩
と
を
関
連
さ

せ
て
読
み
深
め
さ
せ
る
と
い
う
手
立
て
を
も
っ
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

1
つ
目
の
単
元
「
漢
詩
の
訳
詩
集
を
つ
-
ろ
う
」
は
、
漢
詩
の
主

題
を
つ
か
み
へ
直
訳
し
た
も
の
を
脚
色
し
、
訳
詩
と
し
て
完
成
さ
せ

る
こ
と
_
で
'
作
者
に
近
づ
_
き
'
漢
詩
の
思
想
性
、
叙
情
性
を
認
識
さ

せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。

二
つ
目
の
単
元
「
史
記
列
伝
～
人
間
を
読
む
」
は
'
「
伯
夷
叔
斉

伝
」
を
題
材
と
し
て
と
り
あ
げ
た
。
先
の
単
元
で
の
漢
詩
の
主
題
を

探
っ
た
活
動
を
生
か
し
、
伯
夷
叔
斉
の
よ
ん
だ
漢
詩
を
鍵
と
し
て
伯

夷
叔
斉
の
信
念
と
司
馬
遷
の
思
想
に
迫
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。

′
「
伯
夷
叔
斉
伝
」
は
そ
の
ま
ま
読
む
と
、
最
後
の
二
人
が
餓
死
す

る
直
前
の
場
面
で
漢
詩
を
よ
む
こ
と
に
な
る
の
だ
が
'
今
周
は
、
文

章
を
目
的
を
も
っ
て
読
ま
せ
る
こ
と
と
、
伯
夷
叔
斉
の
訴
え
を
法
り

強
く
感
じ
取
ら
せ
る
こ
と
を
意
図
し
、
こ
の
漢
詩
だ
け
を
先
に
取
り

出
し
て
生
徒
に
読
ま
せ
た
。
そ
の
際
へ
二
人
の
心
情
を
読
み
取
る
t
J

と
の
で
き
る
箇
所
を
指
摘
さ
せ
、
ま
た
漢
詩
を
読
ん
だ
だ
け
で
は
分

か
ら
な
い
点
に
つ
い
て
も
指
摘
さ
せ
た
。
そ
の
後
に
文
章
を
読
み
内

容
を
理
解
さ
せ
'
そ
こ
か
ら
も
う
1
度
漢
詩
に
取
り
組
ま
せ
る
こ
と

に
し
た
。

I
　
漢
詩
の
訳
詩
集
を
つ
く
ろ
う

ー
　
単
元
設
定
の
理
由

ま
ず
生
徒
に
、
漢
詩
は
人
が
何
か
を
感
じ
考
え
た
所
か
ら
生
ま
れ

て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
意
識
づ
け
し
た
い
と
考
え
た
。
そ
こ

で
、
い
-
つ
か
の
漢
詩
の
中
で
ひ
と
つ
気
に
入
っ
た
詩
を
選
ば
せ
'

グ
ル
ー
プ
を
つ
-
つ
て
詩
を
朗
読
し
'
詩
の
主
題
を
つ
か
み
'
そ
の

主
題
に
あ
う
よ
う
に
訳
す
、
と
い
う
作
業
に
取
り
組
ま
せ
た
。

:
E
I
　
授
業
の
概
要
_

単
元
目
標

T
)
詩
の
修
辞
や
構
成
が
詩
の
主
題
を
い
か
に
引
き
立
て
て
い

る
か
へ
考
え
さ
せ
る
。

(
2
)
名
分
の
選
ん
だ
詩
に
た
い
し
て
感
想
を
も
た
せ
る
。

教
材

「
江
南
春
」
「
春
望
」
「
秋
風
引
」
「
秋
夜
寄
丘
二
十
二
員
外
」

「
峨
眉
山
月
歌
」
「
碩
中
作
」

指
導
過
粗
.

第
1
次
　
(
二
時
間
)

①
　
こ
れ
か
ら
の
作
業
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

ノ
②
　
「
春
夜
」
を
こ
れ
か
ら
の
作
業
の
例
と
し
て
全
員
で
読
解

V
i
せ
る
。

・
③
　
自
分
の
取
り
組
む
詩
を
選
ば
せ
る
。

第
二
次
-
(
-
二
時
間
)

3



①
　
選
ん
で
お
い
た
詩
に
よ
っ
て
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
へ
活
動

さ
せ
る
。

第
三
次
　
(
一
時
間
)

①
　
各
グ
ル
ー
プ
に
発
表
さ
せ
る
。

…
〓
_
授
業
の
工
夫
_

解
釈
ポ
イ
ン
ト
の
設
定

「
解
釈
ポ
イ
ン
ト
」
と
は
、
漢
詩
を
観
賞
す
.
T
O
際
に
是
非
と
も
考

え
て
ほ
し
い
と
思
わ
れ
る
点
に
関
し
て
教
師
の
側
が
設
定
し
た
質
問

で
あ
K
>
-
こ
の
「
解
釈
ポ
イ
ン
ト
」
を
ヒ
ッ
ト
七
し
て
も
こ
れ
に
答

え
る
こ
と
で
、
そ
紗
詩
の
特
徴
や
個
性
、
思
想
を
発
見
し
、
主
題
に

迫
り
、
訳
詩
作
成
の
手
立
て
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
工
夫
し
た
。

t

s

r

t

<

・

"

・

蝣

」

)

・
・
単
元
設
定
の
増
由

r
史
記
j
僧
司
馬
遷
の
諦
観
と
野
心
の
こ
も
っ
た
作
品
で
あ
る
。

l

運
悪
-
時
9
中
に
テ
ず
も
れ
て
し
ま
っ
た
英
雄
た
ち
を
掘
り
起
こ
し
、

自
分
の
手
に
よ
っ
.
て
後
世
に
そ
の
名
を
残
し
て
や
ろ
う
と
い
う
司
馬

遷
の
執
筆
意
図
を
と
ら
え
'
ま
た
そ
の
よ
う
な
目
で
掘
り
起
こ
さ
れ

た
人
物
た
ち
の
生
き
方
を
読
む
こ
七
は
'
-
生
徒
達
に
言
葉
、
漢
字
を

通
も
て
、
自
分
の
信
念
を
も
っ
て
生
き
る
力
束
い
人
間
を
感
じ
取
ら

せ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
考
え
た
。
-

ま
た
-
f
-
伯
夷
叔
斉
伝
」
を
読
む
に
あ
た
っ
て
は
'
二
人
が
餓
死
す

る
直
前
に
詠
ん
だ
詩
に
注
目
し
'
そ
こ
に
漣
-
表
れ
る
二
人
の
感
情

を
読
み
取
る
と
同
時
に
へ
文
章
中
の
二
人
の
言
動
か
ら
二
人
の
思
想

を
読
み
取
り
へ
か
れ
ら
の
思
想
信
念
の
強
さ
と
そ
れ
が
報
わ
れ
な
か
わ

た
と
き
の
激
し
さ
を
感
じ
取
ら
せ
る
こ
と
を
ね
ら
っ
た
。

‥
‖
　
授
業
の
概
要

単
元
目
標

(
-
)
　
主
人
公
の
詠
む
詩
の
主
題
を
と
ら
え
る
こ
と
で
主
人
公
の

思
想
を
読
み
取
ら
せ
る
。

(
2
)
漢
文
の
中
か
ら
思
想
へ
訴
え
を
読
み
取
ら
せ
る
。

指
導
過
程

第
1
次
・
(
一
時
間
)
・
I

・
:
①
・
.
r
史
記
j
に
つ
い
て
へ
特
に
司
馬
遷
の
執
筆
意
図
に
つ
い

て
知
る
た
め
に
、
概
説
プ
リ
ン
ト
と
中
島
敦
の
r
李
陵
」
の

1
部
を
読
ま
せ
る
。

.
②
・
r
李
陵
」
の
中
に
書
か
れ
て
あ
っ
た
司
馬
遷
の
執
筆
当
時

の
気
持
ち
と
執
筆
の
意
図
を
ま
と
め
さ
せ
る
。

「
李
陵
十
か
ら
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る

-
司
馬
遷
の
執
筆
当
時
の
気
持
ち
と
執
筆
意
図
`

司
馬
還

・
善
悪
で
は
な
-
、
認
め
て
-
れ
る
者
の
有
無
に
よ
っ
て

・
左
右
さ
れ
て
し
ま
う
運
命
の
理
不
尽
さ
に
憤
る



・
人
間
の
運
命
に
つ
い
て
諦
観
を
も
つ
。

「
運
命
」
抗
い
難
さ
へ
の
反
発
と
執
葛

r
史
記
j
完
成
べ
の
力

第
二
次
　
二
時
間
)

①
　
伯
夷
・
叔
斉
伝
の
中
の
、
士
人
が
餓
死
す
る
直
属
に
詠
ん

だ
詩
を
訳
さ
せ
る
。

②
　
詩
の
中
か
ら
心
情
湖
表
れ
て
い
t
Q
部
分
を
抜
漕
出
し
'
そ

の
心
情
を
ま
と
め
さ
せ
る
。
:

③
　
詩
を
読
ん
だ
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
点
を
挙
げ
さ
せ
る
。

(
詩
の
疑
問
点
〉

①
　
な
ぜ
「
夜
」
を
採
っ
て
食
べ
る
状
況
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
の
か
。

②
　
「
以
暴
易
暴
号
」
と
は
誰
の
ど
の
よ
う
な
行
為
を
指

す
の
か
。

③
い
、
な
ぜ
′
「
我
安
適
帰
英
」
と
い
う
状
況
に
な
っ
た
の
か
。

⑥
　
1
1
人
が
身
を
落
ち
若
齢
i
t
い
所
は
ど
の
よ
う
な
所
か
。

(
伯
東
叔
斉
の
詩
の
中
で
心
情
の
表
れ
,
P
,
い
ノ
る
箇
所
)

「
以
暴
易
暴
号
　
不
知
其
非
兵
」
・

「
以
暴
易
暴
」
を
「
非
」
　
(
過
ち
)
　
と
し
'

.
「
過
ち
凌
知
ら
な
い
」
と
い
う
望
ま
し
-
な
い

状
況
を
詠
う
。

「
神
農
虞
夏
忽
悪
投
今
・
我
安
適
帰
臭
」
ー

「
私
た
ち
は
ど
こ
へ
身
を
落
ち
着
け
た
ら
よ
い
の
か

い
や
身
を
落
ち
着
け
る
所
な
ど
な
い
」
r

「
神
農
虞
夏
」
と
い
っ
た
理
想
的
君
主
が
い
な
-
な
っ

た
た
め
に
身
の
落
ち
着
け
場
所
が
な
い
t
　
と
理
想
的
君

主
の
い
な
い
状
態
を
嘆
-
0

「
干
嵯
狙
号
」
　
　
′
「
死
」
の
決
意

第
三
次
(
二
時
間
)

_
 
・
.
①
・
伯
夷
・
叔
斉
伝
の
本
文
を
口
語
訳
さ
せ
る
。

I
,
3
　
伯
;
:
:
*
,
r
-
'
汗
の
ハ
ー
!
-
_
-
,
*
%
'
1
日
'
'
蝣
3
山
,
'
.
せ
る
い

③
　
二
人
の
言
動
か
ら
二
人
の
考
え
方
を
把
握
さ
せ
ー
る
。
・
「

第
四
次
(
1
時
間
)
.
.

①
・
.
第
二
次
の
③
で
挙
げ
て
お
い
た
疑
問
点
を
解
決
さ
せ
る
。

②
　
伯
夷
・
・
叔
斉
の
詩
の
主
題
を
つ
か
ま
せ
る
。

第
五
次
±
一
時
間
)
,

①
・
「
天
道
是
邪
否
邪
」
・
か
ら
司
馬
遷
の
意
見
・
立
場
を
読
み

取
ら
せ
る
。

…
〓
　
授
業
の
エ
未

◎
漢
詩
に
込
め
ら
れ
た
心
情
・
思
想
の
追
究



伯
夷
・
叔
斉
の
詩
が
二
人
の
ど
ん
な
心
情
や
思
想
を
含
ん
だ
も
の
な

の
か
へ
と
い
う
こ
と
を
_
目
的
と
し
て
本
文
を
読
ま
せ
'
最
後
に
ま
と

め
さ
せ
た
。

◎
板
書
の
工
夫

第
四
次
の
板
書
で
は
漢
詩
に
読
み
込
ま
れ
た
事
実
を
わ
か
り
や
す

-
把
握
し
て
い
-
た
め
、
ま
た
一
字
一
字
に
着
目
さ
せ
る
た
め
に
へ

紙
に
書
い
た
も
の
を
黒
板
に
磁
石
で
張
り
付
け
た
。
(
第
四
次
)

四
　
授
業
の
実
際

こ
こ
で
は
、
単
元
「
史
記
列
伝
-
人
間
を
読
む
-
」
の
う
ち
へ
特

に
重
点
を
軍
い
た
夢
四
次
混
っ
い
て
、
詳
細
を
述
べ
た
い
。

-
.

〇
本
文
の
指
導
目
腰

1
　
伯
夷
・
叔
斉
が
死
に
至
ら
`
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
理
滴
を
考

え-'V. -'so':

2
　
詩
に
詠

せるO.

言
;
 
'
.
!
*
.
蝣
誓
、
:
・
一
品
'
-
r
-
V
-
震
え
<
-
<
-
-
普

〇
本
次
の
指
導
事
項

、
◎
「
夜
」
を
採
っ
て
食
べ
る
と
い
う
こ
と
が
周
の
扶
持
米
を

・
食
べ
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
す
の
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ

か
せ
る
。

◎
二
人
が
周
の
扶
持
米
を
食
べ
な
い
理
由
を
考
え
さ
せ
る
。

②
「
以
暴
易
暴
号
」
と
は
誰
の
ど
の
よ
う
な
行
為
を
指
す
の
か
。

◎
「
以
暴
易
暴
今
」
の
主
語
が
武
王
で
あ
る
と
気
づ
か
せ
る
。

◎
「
暴
①
」
が
武
王
の
暴
政
を
指
し
、
「
暴
②
」
が
肘
王
の

暴
政
を
指
す
こ
と
を
確
認
。

◎
肘
王
が
暴
君
と
し
て
有
名
だ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
、
同
じ

「
暴
」
と
~
い
う
漢
字
で
定
義
さ
れ
た
武
王
の
政
治
は
ど
の

よ
う
な
も
の
か
考
え
さ
せ
る
。

◎
武
王
の
政
治
を
絶
対
的
に
批
判
す
る
伯
夷
叔
斉
の
理
憩
を

∴
探
ら
せ
る
。

③
.
な
ぜ
J
・
r
我
安
適
帰
英
」
と
い
う
状
況
に
な
っ
た
の
か
。

・
◎
伯
夷
叔
斉
が
死
の
う
と
し
た
理
由
を
ま
と
め
さ
せ
る
。

④
　
二
人
が
身
を
落
ち
着
け
た
い
所
は
ど
の
よ
う
な
所
か
。

⑤
　
現
在
の
政
治
状
況
は
ど
う
か
。

◎
各
自
で
プ
リ
ン
ト
に
罫
か
せ
る
。

(
詩
の
主
題
の
考
察
の
ま
と
め
)

(
詩
の
疑
問
点
(
第
二
次
で
出
た
も
の
)
　
か
ら
の
展
開
)

①
　
何
故
「
覆
」
を
採
っ
て
食
べ
る
状
況
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

の
か
。



〇
第
四
次
板
書

○
指
導
過
程
と
学
習
者
の
反
応

「
采
其
衛
兵
」

①
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
吠
況
に
な
っ
た
の
か
。

伯
夷
叔
斉
恥
②
義
不
食
周
粟

(
周
室
を
天
子
と
す
る
)

・
土
人
は
周
を
恥
じ
た
t
か
ら
。

②
「
以
暴
①
易
暴
②
」
と
は
?

武
王
が
紺
王
(
殿
)
を
武
力
で
も
っ
て
倒
し
、
周
を
建
国
し
た
こ
と
。

掴
「
咽
匪

武
王
　
　
肘
王
　
(
暴
君
と
し
て
有
名
)

父
死
不
葬

,
-
・
1
1
1
.
'
.
這

回
が
欠
け
　
国
が
欠
け
て
い
る

武
王
-
孝
・
仁
に
欠
け
武
力
だ
け
の
暴
君
で
あ
る
一
。

⇔

伯
夷
叔
斉
の
理
想
と
す
る
君
主
=
孝
・
仁
を
大
切
に
し
、
武

力
を
行
使
し
な
い
。

蝣
;
蝣
蝣
.
>
蝣
(
.
　
二
・
I
'
,
I
l
|
"
I
I
.
>
I
.
,
 
'
'
,
 
'
'
'
蝣
'
'
I
'

◎
二
つ
の
「
暴
」
に
つ
い
て

二
つ
の
「
暴
」
が
何
と
何
を
指
す
の
か
。
二
つ
日
を
区
別
す
渇

た
め
滋
①
②
と
膚
号
を
つ
け
た
。

◎
「
臥
暴
易
暴
今
」
の
主
語

「
以
暴
易
暴
号
」
の
こ
と
を
「
そ
の
非
」
つ
ま
り
過
ち
と
し

て
い
。
る
と
こ
ろ
か
ら
へ
こ
の
人
物
は
伯
夷
叔
斉
が
非
難
し
て
い

た
人
物
で
あ
る
.
こ
と
が
分
か
る
。

生
徒
は
「
諌
め
て
日
く
」
と
書
か
れ
た
伯
夷
叔
斉
の
言
葉
に

目
を
つ
け
へ
武
王
と
い
う
答
え
を
み
ち
び
き
だ
し
た
。

◎
「
易
」
何
が
交
替
し
た
の
か
。

~
武
王
が
何
を
何
P
.
「
易
」
え
た
の
か
、
武
王
の
起
こ
し
た
賓

化
は
何
だ
っ
た
の
か
へ
と
発
間
す
.
 
O
と
、
生
徒
は
村
王
の
支
配

か
ら
武
王
の
支
配
へ
か
え
た
と
答
え
た
。
こ
れ
で
二
つ
の
「
暴
」

の
正
体
が
わ
か
っ
た
。

◎
な
ぜ
伯
夷
叔
斉
は
'
同
じ
「
暴
」
と
い
う
文
字
を
つ
か
っ
.
た

Cj-
肘
王
が
暴
君
と
い
う
有
名
だ
っ
た
こ
と
は
語
注
に
も
あ
る
。

伯
夷
叔
斉
が
武
王
を
そ
の
暴
君
と
同
じ
だ
と
す
る
の
は
武
王
の

ど
う
い
う
点
か
。
こ
こ
で
文
章
中
を
探
さ
せ
た
。
生
徒
達
は
伯

夷
叔
斉
の
言
葉
の
中
か
ら
「
父
死
し
て
葬
ら
ず
」
と
「
臣
を
も
っ

て
君
を
耕
す
」
を
抜
き
出
し
た
o

◎
伯
夷
叔
斉
は
武
王
の
行
為
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
見
て
S
.
る

-7-



か
二
人
は
武
王
の
行
為
に
つ
い
て
意
味
付
け
し
て
い
る
言
葉
を

探
さ
せ
る
と
'
生
徒
は
「
孝
と
い
う
ぺ
け
ん
や
」
~
「
仁
と
い
う

ぺ
け
ん
や
」
蝣
蝣
A
J
い
う
反
層
に
気
が
付
小
た
。
`
「
孝
」
'
蝣
R
欠
け
へ

「
仁
」
が
欠
け
て
い
る
、
と
板
書
L
へ
'
武
王
の
政
治
に
つ
い
て

ま
と
め
さ
せ
た
。

◎
二
人
の
理
想
的
君
主
像
に
つ
・
い
て
ま
と
め
さ
せ
た
。

る
機
会
が
少
な
か
フ
た
こ
と
は
生
徒
達
の
記
憶
を
は
や
-
薄
れ
さ
せ

I
.
.
だ
ろ
ト
r
9
'
や
は
り
生
徒
の
人
間
観
に
ま
で
訴
え
る
こ
i
J
に
な
ら

な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
新
た
な
方
法
を
探
り
た
い
。

)

五
'
今
後
の
課
題

○
反
省
　
p

最
初
に
漢
詩
だ
け
を
よ
品
で
心
情
を
抜
き
出
す
と
い
う
作
業
は
生

徒
に
は
難
し
か
っ
i
J
よ
う
で
あ
る
.
結
局
、
教
師
側
が
手
助
け
を
し

て
し
ま
っ
た
。
た
ゼ
'
「
死
に
た
い
」
と
い
う
思
い
だ
け
は
は
っ
き

]

り
と
読
み
取
れ
る
鴇
の
だ
っ
た
の
で
、
こ
こ
を
糸
口
に
し
て
行
-
こ

と
は
で
き
そ
う
で
あ
る
。
/

短
く
書
か
れ
た
出
来
事
の
中
か
ら
二
人
の
理
想
と
す
る
も
の
を
は
っ

き
り
と
理
解
す
る
9
は
困
難
だ
っ
た
よ
う
だ
。
「
仁
」
や
「
孝
」
は

辞
書
な
ど
で
調
べ
を
せ
た
り
へ
「
仁
」
「
孝
」
の
意
味
の
分
か
る
参
考

書
を
用
意
す
べ
き
や
あ
っ
た
。

こ
の
単
元
で
は
グ
ル
ー
プ
活
動
な
ど
の
学
習
者
主
体
的
活
動
を
あ

ま
り
取
り
入
れ
な
ふ
っ
た
。
た
だ
、
プ
リ
ン
ト
に
書
き
込
む
と
い
う

作
業
は
、
授
業
の
中
で
取
り
入
れ
た
。
講
義
形
式
を
と
っ
た
の
は
、

生
徒
た
ち
の
考
え
の
発
展
よ
~
り
も
'
作
者
や
作
中
人
物
の
生
き
方
を

漢
字
か
ら
読
み
取
る
'
知
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
重
き
を
お
い
た
た
め

で
あ
る
。
し
か
し
'
自
分
た
ち
の
考
え
や
感
想
を
書
い
た
り
発
言
す

表
現
活
動
の
導
入

ノ
1
漢
文
の
詩
と
文
章
の
有
機
的
関
連
を
図
る
」
と
は
、
筒
単
に
言

え
ば
、
痩
詩
と
文
章
を
か
ら
み
あ
わ
せ
て
読
む
こ
A
J
J
J
よ
.
る
深
い
読

解
と
、
埠
い
読
解
の
先
に
い
る
作
者
や
登
場
人
物
へ
の
接
近
を
図
る

こ
と
だ
っ
た
の
だ
が
、
や
は
り
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
表

現
の
場
が
必
要
だ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
ま
ず
は
理
解
の
た
`
め
の
泉
現
へ

例
.
 
^
<
ぱ
漢
詩
.
を
会
話
文
に
直
し
て
み
る
と
か
'
元
夷
叔
斉
の
嘆
願
書

凌
書
い
て
み
訂
A
J
い
っ
た
活
動
を
取
り
入
れ
る
万
ら
ば
'
生
徒
は
書

-
に
あ
た
.
つ
て
~
む
う
一
度
`
‡
1
つ
の
漢
字
の
意
味
を
調
べ
眉
_
し
説

明
の
言
葉
を
探
す
だ
う
つ
。
さ
ら
に
、
例
え
ば
伯
夷
叔
斉
を
見
習
っ

て
激
し
い
政
治
批
判
を
さ
せ
て
み
る
と
い
う
よ
う
な
表
現
活
動
も
、

生
徒
が
自
身
を
見
つ
め
る
機
会
と
な
っ
て
有
効
だ
ろ
う
。

漢
詩
七
茎
早
と
の
関
連
付
け

同
じ
主
題
を
も
つ
漢
詩
と
文
章
を
よ
み
あ
わ
せ
る
と
い
っ
た
活
動
'
.

同
じ
キ
ー
ワ
ー
ド
を
持
つ
漢
詩
や
文
章
を
比
べ
読
み
さ
せ
る
活
動
、

同
じ
時
代
や
環
境
の
中
で
つ
-
ら
れ
た
漢
詩
と
文
章
と
の
比
較
と
い
っ

た
活
動
な
ど
'
取
り
入
れ
て
み
た
い
活
動
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
'
言



一

薬
と
意
味
へ
そ
し
て
そ
れ
ら
と
発
す
る
人
間
と
の
つ
な
が
り
を
よ
り

意
識
さ
せ
る
、
と
い
う
こ
と
を
常
に
念
頭
に
置
い
て
取
り
組
ん
で
ゆ

き
た
い
。
そ
の
た
め
に
も
'
説
明
的
要
素
の
少
な
い
漢
詩
を
生
徒
の
L

主
体
的
な
活
動
に
よ
っ
て
読
み
深
め
て
い
-
授
業
へ
文
章
の
横
に
表

現
方
法
や
表
出
す
る
も
の
の
違
う
漢
詩
を
置
い
て
そ
の
違
い
を
読
み

に
生
か
す
授
業
に
つ
い
て
、
考
え
て
ゆ
き
た
い
。

(
松
山
聖
陵
高
等
学
校
)

I
.
思
料
A
一

湊
詩

二
　
　
L
i
'
:
〈
主
等

戦
争
の
後
、
国
が
お
と
ろ
え
て
い

-
姿
を
悲
し
く
思
っ
て
い
る
。

`
l

レ
ナ
　
　
　
　
　
　
　
　
リ

国
破
山
河
在

ヅ

チ

パ

　

ニ

エ

モ

　

ギ

感
レ
時
花
油
レ
涙

ナ

リ

　

　

ニ

球
火
t
H
.
/
M
月
一

∴

し

ケ

パ

ニ

タ

自
・
/
頭
掻
.
更
短
r

]
I
シ
ナ
　
　
　
　
　
　
　
シ

城
春
草
木
深

I
.
]
チ
ハ
　
レ
'
　
]
毒
　
力
ス
　
ヲ

恨
レ
別
鳥
驚
レ
心

タ

ル

　

　

ニ

机
.
万
人
‥
:
・
!
t

テ

　

　

`

ん

ヘ

ビ

揮
欲
レ
不
-
勝
t
撃

.

.

L

・

K
B

人
橋
成
)
・
詩
型
~
(
五
言
律
詩
)
0
-

.
A
,
深
　
心
_
 
=
金
　
1
.
管
.

[
^
蝣
^
蝣
^
蝣
l

押
韻
(
二
・
四
二
ハ
,
 
・
八
)

(
解
釈
ボ
イ
ン
ー
)

①
五
句
「
樽
火
連
三
月
」
と
は
ど
の
よ
う

.
L
 
I
な
状
態
か
,

て

　

H

.

戦
争
が
続
い
て
い
て
国
土
の
荒
れ
る
さ

ま
を
「
の
ろ
し
の
火
」
で
表
し
て
い
る
。

p

②
六
句
「
家
書
抵
万
金
」
か
ら
分
か
る
作

樺
火
-
の
ろ
し

家
書
-
家
族
の
手
紙

城
-
I
S
J
>
J
で
は
長
安
の

こ
と

い
　
う
　
む
'
L
-
・
"
.
'
l
l

思
う
　
怒
り
に
-

む
　
悲
し
む
　
く

T
T
I

抵
　
あ
た
る
　
さ
わ
渇

相
当
す
る
∵
こ
ば

む
~
な
げ
る
'
.

~
'
連
　
ひ
き
つ
づ
-
一

列
に
な
る
　
し
き

し

　

り

に

.

揮
　
①
に
ご
る
　
②
水

の
わ
き
出
る
音

③
す
べ
て
　
全
く

管
　
①
か
ん
ざ
し
　
冠

t
　
の
ピ
ン
　
1
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者
と
作
者
の
家
族
の
状
況
と
心
情
を
書

き
出
し
て
み
る
。

「

家
族
は
遠
い
所
に
居
り
、
な
か
な
か
会

え
な
i
戦
乱
の
こ
と
も
あ
り
、
手
紙
も

届
き
に
-
い
か
も
し
れ
な
い
。

〔

③
七
句
へ
　
八
句
か
ら
分
か
る
作
者
の
姿
、

心
情
を
書
き
出
七
て
み
る
。

=
「

す
っ
か
り
年
老
い
て
し
ま
っ
た
自
分
の

姿
を
こ
の
お
と
み
ろ
え
た
唐
の
姿
と
対

比
さ
せ
て
い
る
。
i
.

丁

年
老
い
た
身
で
'
一
独
り
で
さ
び
し
く
暮

ら
し
て
い
る
。

(
文
法
ポ
イ
ン
ト
)

律
詩
-
近
体
詩
。
一
句

が
五
言
ま
た
は
七

言
の
八
句
か
ら
成

り
へ
　
各
々
の
二
句

ず
つ
を
1
組
と
す

る
。

一
'
二
点
-
二
字
以
上

離
れ
た
字
に
返
る

と
き
に
使
う
。

押
韻
-
五
言
な
の
で
二

・
四
・
六
・
八
の

句
に
な
る
。
七
言

で
は
、
一
・
二
・

四
・
六
・
八
の
末

尾
に
く
る
。

漢
詩
.
春
望
　
杜
甫

o
　
「
春
望
」
　
の
書
き
下
し
文
の
調
子
を
生
か
し
て
い
る
。

訳
文

か
つ
て
栄
え
て
い
た
長
安
の
都
は
'
す
っ
か
り
荒
廃
①
、

都
は
春
で
あ
る
の
に
'
人
影
な
く
へ
草
木
が
繁
茂
し
て
㊨
。

時
に
せ
つ
な
く
な
っ
て
は
、
花
に
も
涙
を
流
◎
、

別
れ
を
惜
し
ん
で
は
、
鳥
の
飛
び
去
る
の
に
も
、
心
を
驚
か
㊥
。

戦
の
、
の
ろ
し
火
は
三
カ
月
に
続
⑧
'
家
族
か
ら
の
め
っ
た
に
来

ぬ
手
紙
は
'
万
金
の
価
値
が
㊧
。

我
の
す
っ
・
か
り
自
-
な
っ
た
頭
を
か
け
ば
'
更
に
短
く
な
っ
て
い
る
。

も
う
冠
の
ピ
ン
を
と
め
る
こ
と
も
で
き
な
-
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
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