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韋
応
物
「
冰
賦
」
の
諷
諭
性
に
つ
い
て

山

田

和

大

は
じ
め
に

韋
応
物
詩
は
五
百
七
十
首
が
現
存
し
て
お
り
、
韋
詩
を
読
む
機

会
は
比
較
的
多
く
得
ら
れ
る
。
一
方
、
韋
応
物
の
散
文
作
品
は
非

常
に
少
な
く
、
妻
元
蘋
墓
誌
、
「
大
唐
故
東
平
郡
鉅
野
縣
令
頓
丘
李

府
君
墓
誌
銘
并
序
」
、
そ
し
て
、
『
韋
蘇
州
集
』
系
統
の
版
本
の
は

じ
め
を
飾
る
「
冰
賦
」［
１
］
（
巻
一
）
の
三
つ
し
か
見
ら
れ
な
い
。

本
稿
で
は
、
「
冰
賦
」
を
採
り
あ
げ
る
。
「
冰
」
は
韋
応
物
詩
に

二
十
例
見
ら
れ
、
人
の
心
の
清
ら
か
な
性
質
を
表
し
た
り
、「
雪
」

と
と
も
に
冬
の
厳
し
い
寒
さ
の
象
徴
と
し
て
詠
わ
れ
た
り
す
る
。

こ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
氷
を
詠
う
一
方
で
、「
冰
賦
」
で
は
「
夏

冰
」
を
題
材
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
韋
応
物
に
は
「
夏

冰
歌
」（
巻
十
）
と
い
う
、
内
容
・
表
現
と
も
に
「
冰
賦
」
と
リ
ン

ク
す
る
か
の
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
歌
行
が
あ
る
。「
夏
冰
」
を
主

題
と
し
て
詠
む
作
品
は
少
な
く
と
も
『
文
選
』、
韋
応
物
以
前
の
唐

詩
に
は
見
ら
れ
ず
、
モ
チ
ー
フ
の
選
定
と
い
う
点
で
興
味
深
い
。

ま
た
、
い
ず
れ
も
そ
の
「
夏
冰
」
を
用
い
つ
つ
諷
諭
性
を
持
っ
て

い
る
点
で
も
共
通
す
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
「
冰
賦
」
を
検
討
す
る
た
め
の
比
較
対
象

と
し
て
「
夏
冰
歌
」
の
内
容
を
ま
ず
確
認
し
た
上
で
、
「
冰
賦
」
の

内
容
を
、「
夏
冰
歌
」
と
の
相
違
点
を
含
め
て
詳
し
く
見
て
い
く
。

最
後
に
「
冰
賦
」
の
諷
諭
性
の
背
景
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

な
お
、
韋
作
品
は
、『
四
部
叢
刊
』
本
『
韋
江
州
集
』
に
よ
っ
た
。

一

「
夏
冰
歌
」
の
内
容

ま
ず
、「
冰
賦
」
と
全
く
同
じ
モ
チ
ー
フ
を
使
う
「
夏
冰
歌
」
を

換
韻
箇
所
に
基
づ
き
四
段
に
分
け
、
内
容
を
確
認
す
る
。

１

出
自
玄
泉
杳
杳
之
深
井

出
づ
る
に
玄
泉
の
杳
杳
た
る

の
深
井
よ
り
し

２

汲
在
朱
明
赫
赫
之
炎
辰

汲
ま
る
る
に
朱
明
の
赫
赫
た

る
の
炎
辰
に
在
り

３

九
天
含
露
未
銷
鑠

九
天
露
を
含
み
て
未
だ
銷
鑠
せ
ず

４

閶
闔
初
開
賜
貴
人

閶
闔
初
め
て
開
き
貴
人
に
賜
ふ

た
ま

氷
は
暗
く
て
色
の
濃
い
泉
の
わ
き
出
る
深
い
井
戸
に
生
じ
、

暑
い
夏
の
盛
り
に
汲
み
出
さ
れ
る
。
宮
殿
は
露
を
た
た
え
る
ほ

ど
に
暖
か
い
の
に
氷
は
ま
だ
溶
け
て
お
ら
ず
、
宮
殿
の
門
が
開
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か
れ
た
か
と
思
う
と
氷
が
身
分
の
高
い
人
々
に
下
賜
さ
れ
た
。

作
中
舞
台
の
設
定
を
す
る
。
深
い
井
戸
か
ら
汲
み
出
さ
れ
た
氷

が
夏
の
さ
な
か
で
も
溶
け
る
こ
と
な
く
、
宮
殿
に
集
ま
る
人
々
に

振
る
舞
わ
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

５

碎
如
墜
瓊
方
截
璐

碎
か
る
る
こ
と
瓊
を
墜
と
す
が
ご

と
く
方
な
る
こ
と
璐
を
截
る
が
ご

き

と
し

６

粉
壁
生
寒
象
筵
布

粉
壁

寒
を
生
じ
象
筵
布
か
る

し

７

玉
壺
紈
扇
亦
玲
瓏

玉
壺
紈
扇
も
亦
た
玲
瓏
た
り

８

座
有
麗
人
色
倶
素

座
に
麗
人
有
り
て
色
は
倶
に
素
た

と
も

り

氷
が
砕
か
れ
た
様
子
は
美
玉
を
落
と
し
た
か
の
よ
う
に
細
か

く
き
ら
き
ら
し
て
お
り
、
四
角
く
さ
れ
た
様
子
は
美
玉
を
切
り

そ
ろ
え
た
か
の
よ
う
。
真
っ
白
な
壁
に
は
寒
気
を
生
じ
、
象
牙

製
の
冷
た
い
座
席
が
敷
か
れ
た
か
の
よ
う
に
涼
し
く
な
っ
た
。

玉
製
の
壺
も
絹
で
作
っ
た
扇
も
氷
と
同
じ
く
明
る
く
透
き
通
っ

て
美
し
く
、
同
席
の
美
人
の
色
は
氷
と
同
じ
く
み
な
白
い
。

宮
殿
内
の
様
子
を
詠
む
。
氷
の
美
し
さ
と
涼
し
さ
に
触
れ
、
ま

た
同
じ
場
に
あ
る
器
物
や
美
人
の
、
透
き
通
っ
て
い
た
り
、
白
か

っ
た
り
す
る
美
し
さ
を
描
写
す
る
。
氷
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
涼
し

い
場
の
中
で
見
ら
れ
る
「
玉
壺
」
「
紈
扇
」
「
麗
人
」
の
様
子
も
明

る
く
涼
し
げ
で
、
そ
の
場
を
よ
り
涼
し
く
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
器

物
や
人
の
配
置
が
さ
れ
て
い
る
。

９

咫
尺
炎
涼
變
四
時

咫
尺
の
炎
涼

四
時
を
変
ず
る
が
ご

と
し

出
門
焦
灼
君
詎
知

門
を
出
づ
る
の
焦
灼

君
詎
ぞ
知
ら

な
ん

10

ん
や

肥
羊
甘
醴
心
悶
悶

肥
羊
甘
醴
あ
る
も
心
は
悶
悶
た
り

11

飮
此
瑩
然
何
所
思

此
を
飲
め
ば
瑩
然
と
し
て
何
の
思

12

ふ
所
ぞ

氷
の
お
か
げ
で
宮
殿
と
い
う
わ
ず
か
な
範
囲
に
限
り
、
暑
さ

寒
さ
は
四
季
が
変
わ
っ
た
か
の
よ
う
に
涼
し
く
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
戸
外
の
酷
熱
に
つ
い
て
は
、
聴
衆
の
み
な
さ
ん
は
ご
存

じ
の
は
ず
。
こ
の
暑
い
時
期
、
う
ま
い
羊
や
お
い
し
い
酒
が
あ

っ
て
も
心
が
晴
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
こ
の
氷
を
飲
め
ば
気
持

ち
が
す
っ
き
り
と
し
て
思
い
悩
む
こ
と
は
な
く
な
る
の
だ
。

宮
中
と
外
部
の
温
度
差
を
述
べ
、
氷
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る

室
内
の
快
適
さ
や
、
氷
を
飲
む
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
す
っ
き

り
し
た
気
分
を
「
貴
人
」
た
ち
が
享
受
し
て
い
る
こ
と
を
詠
む
。

當
念
闌
干
鑿
者
苦

当
に
念
ふ
べ
し

闌
干
と
し
て
鑿
つ

う
が

13

者
の
苦
を

臘
月
深
井
汗
如
雨

臘
月
の
深
井
に
汗

雨
の
ご
と
く
な

14
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ら
ん

涙
を
流
し
て
氷
を
掘
り
出
し
て
い
る
も
の
た
ち
の
苦
労
を
思

う
べ
き
で
あ
る
。
彼
ら
は
冬
十
二
月
の
寒
く
深
い
井
戸
の
中
で

汗
を
雨
の
よ
う
に
流
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
か
ら
。

前
段
ま
で
の
氷
の
恩
恵
を
届
け
て
く
れ
る
作
業
者
に
思
い
を
致

す
必
要
が
あ
る
と
述
べ
る
。
身
分
の
高
い
も
の
が
暑
い
夏
を
快
適

に
涼
し
く
過
ご
す
た
め
に
、
冬
の
寒
い
中
、
汗
を
流
す
ほ
ど
に
熱

を
発
し
な
が
ら
重
労
働
で
あ
る
氷
の
掘
削
を
す
る
も
の
が
い
る
と

い
う
、
風
刺
の
心
が
込
め
ら
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
［
２
］
。

以
上
の
よ
う
に
、
韋
応
物
「
夏
冰
歌
」
は
氷
を
使
っ
て
い
る
夏

の
宮
中
の
涼
し
さ
、
あ
る
い
は
氷
そ
の
も
の
や
、
宮
中
の
美
し
さ

を
詠
い
、
最
後
に
冬
に
氷
を
取
る
た
め
に
働
く
人
た
ち
に
思
い
を

致
す
べ
き
だ
と
詠
ん
で
締
め
く
く
ら
れ
る
。

で
は
、「
冰
賦
」
の
内
容
は
こ
れ
と
比
較
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の

な
の
だ
ろ
う
か
。

二

「
冰
賦
」
の
内
容

ま
ず
、「
冰
賦
」
の
構
成
を
示
す
と
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

〔
第
一
段
落
〕
舞
台
設
定
（
序
）

〔
第
二
段
落
〕
賓
客
の
答
え
①
氷
の
短
所
の
概
説

〔
第
三
段
落
〕
賓
客
の
答
え
②
氷
の
客
観
的
な
特
徴

〔
第
四
段
落
〕
賓
客
の
答
え
③
氷
の
短
所
の
詳
説
と

陳
王
へ
の
忠
言

〔
第
五
段
落
〕
陳
王
の
反
省
（
結
）

第
一
段
落
は
、
賦
の
舞
台
設
定
を
す
る
部
分
で
あ
る
。
大
屋
根

の
下
、
日
光
の
差
さ
な
い
と
こ
ろ
に
い
て
、
竹
の
む
し
ろ
や
扇
を

用
意
し
て
い
て
も
や
り
す
ご
せ
な
い
暑
さ
の
中
、
陳
王
曹
植
が
鬱

屈
し
た
気
持
ち
を
発
散
す
る
た
め
に
王
粲
を
上
客
と
し
て
宴
席
を

設
け
る
。
そ
の
と
き
に
、
賓
客
た
ち
に
氷
を
配
布
し
て
暑
さ
が
少

し
の
間
で
も
和
ら
ぐ
こ
と
を
喜
ぶ
。
そ
こ
で
陳
王
は
、

含
皎
皎
兮
瓊
玉
姿
、
氣
凄
凄
兮
奪
天
時
。
飲
之
瑩
骨
兮
何
所
思
。

可
進
於
賔
。
請
客
卿
爲
寡
人
美
而
賦
之
。
（
皎
皎
た
る
瓊
玉
の
姿

を
含
み
、
気
は
凄
凄
と
し
て
天
の
時
を
奪
ふ
。
之
を
飲
め
ば
骨

を
瑩
き
何
の
思
ふ
所
ぞ
。
賔
に
進
む
べ
し
。
請
ふ

客
卿

寡
人

み
が

の
為
に
美
と
し
て
之
を
賦
せ
ん
こ
と
を
。
）

氷
は
真
っ
白
な
瓊
玉
の
よ
う
な
姿
で
、
発
す
る
気
は
冷
た
く
、

今
、
天
が
定
め
て
い
る
夏
の
暑
気
を
奪
い
取
る
。
こ
の
氷
を
飲

め
ば
骨
ま
で
す
っ
き
り
と
磨
か
れ
る
よ
う
で
何
を
思
い
悩
む
こ

と
が
あ
ろ
う
か
。
お
客
方
に
氷
を
進
呈
し
よ
う
。
ど
う
か
私
の

た
め
に
、
氷
を
褒
め
称
え
て
賦
を
作
っ
て
く
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
歌
い
、
賦
の
製
作
を
客
で
あ
る
王
粲
に
依
頼
す
る
［
３
］
。

第
二
段
落
で
は
、
曹
植
の
依
頼
を
受
け
、
王
粲
が
賦
を
詠
み
は

じ
め
る
。
そ
の
初
め
に
、
「
美
則
美
矣
。
而
大
王
不
識
其
短
。
」（
美
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な
る
は
則
ち
美
な
り
。
而
る
に
大
王

其
の
短
を
識
ら
ず
。
）
と
、

し

曹
植
が
氷
の
短
所
を
知
ら
な
い
こ
と
を
責
め
る
。
具
体
的
に
は
、

夫
謂
之
瓊
玉
、
竊
名
器
也
。
氣
奪
天
時
、
干
陰
陽
也
。
内
熱

飲
之
、
媒
其
疾
也
。
寵
一
物
而
三
失
德
。
（
夫
れ
之
を
瓊
玉
と
謂

ふ
は
、
名
器
を
窃
す
る
な
り
。
気

天
の
時
を
奪
ふ
は
、
陰
陽
を
干を

か

す
な
り
。
内
熱
あ
り
て
之
を
飲
ま
ば
、
其
の
疾
を
媒
す
る
な
り
。

一
物
を
寵
し
て
三
た
び
徳
を
失
す
。）

と
、
①
氷
を
宝
石
に
た
と
え
る
こ
と
が
名
器
の
名
を
冒
す
こ
と
に

な
る
こ
と
、
②
夏
の
特
徴
で
あ
る
暑
さ
を
奪
う
こ
と
が
寒
暑
の
調

子
を
狂
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
、
③
体
内
に
熱
を
持
っ
て
い
る

状
態
で
氷
を
飲
む
と
病
に
な
る
こ
と
、
の
三
点
の
短
所
を
挙
げ
る
。

そ
の
上
で
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

且
出
寒
暑
而
至
下
、
薦
宗
廟
而
至
高
。
僕
竊
感
之
而
歔
欷
。
安

得
不
爲
之
而
抽
毫
。（
且
つ
寒
暑
を
出
だ
す
は
至
下
に
し
て
、
宗

廟
に
薦
む
る
は
至
高
な
り
。
僕
窃
か
に
之
に
感
じ
て
歔
欷
す
。

ひ
そ

安
く
ん
ぞ
之
が
為
に
し
て
毫
を
抽
か
ざ
る
を
得
ん
や
。）

ぬ

氷
を
使
い
、
人
工
的
に
暑
さ
寒
さ
を
制
御
す
る
こ
と
は
最
低
で
、

氷
を
宗
廟
に
備
え
る
こ
と
が
最
高
で
あ
る
。
王
が
宗
廟
に
氷
を
備

え
る
こ
と
な
く
、
人
工
的
に
暑
さ
を
抑
え
る
た
め
に
氷
を
使
う
こ

と
が
残
念
で
、
賦
を
作
っ
て
言
上
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
言
う
。

第
三
段
落
で
は
、
氷
の
特
徴
と
、
氷
が
で
き
る
過
程
を
述
べ
る
。

夏
の
暑
さ
の
中
で
も
冬
の
寒
さ
を
保
ち
続
け
て
い
る
こ
と
（
「
居
炎

天
之
赫
赫
兮
、
獨
嚴
厲
乎
稜
稜
」
―
―
炎
天
の
赫
赫
た
る
に
居
り

て
、
独
り
厳
厲
乎
と
し
て
稜
稜
た
り
）
を
述
べ
た
の
ち
、
そ
う
し

た
特
徴
を
持
つ
氷
の
で
き
る
過
程
を
次
の
よ
う
に
詠
む
。

其
始
也
、
月
玄
冥
、
日
北
陸
、
天
地
閉
、
水
泉
縮
。
動
靜
一
變
、

剛
柔
反
覆
。
壯
以
烈
風
、
積
如
羣
玉
。
由
是
、
依
廣
澶
漫
、
憑

髙
崢
嶸
。
大
寒
御
節
、
萬
物
潛
形
。（
其
の
始
ま
る
や
、
月
は
玄

冥
、
日
は
北
陸
、
天
地
閉
ぢ
、
水
泉
縮
む
。
動
静
一
変
し
、
剛

柔
反
覆
す
。
壮
な
る
は
烈
風
を
以
て
し
、
積
ま
る
る
こ
と
羣
玉

の
ご
と
し
。
是
に
由
り
て
、
広
き
に
依
り
て
澶
漫
た
り
、
高
き

よ

よ

に
憑
き
て
崢
嶸
た
り
。
大
寒
の
節
を
御
す
る
や
、
万
物

形
を
潜

つ

む
。）

そ
の
始
ま
り
は
、
月
は
冬
の
神
玄
冥
が
つ
か
さ
ど
る
孟
冬
十
月
、

太
陽
は
北
の
天
道
を
通
り
、
天
地
が
閉
じ
、
泉
が
縮
こ
ま
る
よ

う
な
季
節
で
す
。
動
い
て
い
た
液
体
（
水
）
の
状
態
か
ら
静
か

に
動
か
な
い
固
体
（
氷
）
の
状
態
に
一
度
に
変
化
し
、
柔
ら
か

か
っ
た
水
の
状
態
か
ら
堅
い
氷
の
状
態
に
な
り
ま
す
。
氷
の
堅

さ
は
は
げ
し
い
風
の
冷
た
さ
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
積
み
上
が
る

こ
と
と
言
っ
た
ら
多
く
の
宝
玉
が
重
な
っ
て
い
る
様
子
に
も
見

え
ま
す
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
広
い
場
所
で
は
氷
が
平
面
的
に

広
が
り
、
高
い
と
こ
ろ
に
お
い
て
は
険
し
く
高
い
様
相
を
呈
し

ま
す
。
大
寒
の
時
期
に
な
る
と
、
万
物
は
そ
の
姿
を
隠
し
ま
す
。
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こ
こ
で
は
、
氷
に
つ
い
て
褒
め
た
り
批
判
し
た
り
す
る
こ
と
な

く
、
客
観
的
な
描
写
が
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
続
い
て
、

浮
彩
浩
浩
、
仰
吞
素
靈
、
羣
山
早
曙
、
陰
壑
夜
明
。
（
浮
彩
浩
浩

と
し
て
、
仰
ぎ
て
素
霊
を
呑
み
、
羣
山
早
に
曙
け
、
陰
壑
夜
に

つ
と

あ

明
る
し
。
）

氷
の
色
は
彩
り
が
あ
っ
て
白
く
、
空
を
仰
い
で
白
い
精
霊
を
飲

み
込
ん
で
い
る
か
の
よ
う
な
色
で
、
氷
の
き
ら
め
き
は
山
々
が

早
く
に
夜
明
け
を
迎
え
た
か
、
あ
る
い
は
暗
い
谷
が
夜
に
明
る

さ
を
保
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
明
る
く
輝
い
て
い
ま
す
。

と
あ
る
の
は
、
氷
が
冬
の
清
冽
な
空
気
の
中
に
き
ら
き
ら
と
輝
く

様
子
や
、
そ
の
明
る
さ
を
詠
み
、
氷
の
美
し
い
側
面
に
着
目
す
る
。

第
四
段
落
で
は
、
第
二
段
落
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
短
所
を
さ
ら

に
詳
説
し
て
、
氷
の
害
悪
を
批
判
的
に
述
べ
る
。
こ
の
段
落
の
内

容
か
ら
は
諷
諭
の
精
神
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
①
氷

を
宝
石
に
た
と
え
る
こ
と
に
関
連
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

若
尊
卑
異
等
［
４
］
、
頒
命
有
度
、
碎
似
墜
瓊
、
方
如
截
璐
。
况

粉
壁
雲
矗
、
象
筵
霜
布
、
座
有
麗
人
、
皎
然
倶
素
。
雖
衆
賔
之

同
輝
、
諒
爲
物
之
難
固
。
其
竊
名
假
質
、
以
謬
一
時
之
賞
也
如

此
。
（
尊
卑

等
を
異
に
し
、
頒
命
に
度
有
る
が
ご
と
き
は
、
碎

か
る
る
こ
と
瓊
を
墜
と
す
に
似
て
、
方
な
る
こ
と
璐
を
截
る
が

お

き

ご
と
し
。
况
ん
や
粉
壁
雲
の
ご
と
く
矗
と
し
て
、
象
筵
霜
の
ご

と
く
布
か
れ
、
座
に
麗
人
有
り
て
、
皎
然
と
し
て
倶
に
素
た
る

し

と
も

を
や
。
衆
賔
の
輝
き
を
同
じ
く
す
と
雖
も
、

諒

に
物
た
る
の
固

ま
こ
と

た
る
こ
と
難
し
。
其
の
名
を
窃
み
質
を
仮
り
、
以
て
一
時
の
賞

を

謬

つ
や
此
の
ご
と
し
。）

あ
や
ま

身
分
の
高
い
者
と
低
い
者
が
そ
の
等
級
を
異
に
し
、
氷
を
く
ば

る
命
令
に
区
別
が
あ
る
よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う

に
言
え
ま
す
。
氷
を
砕
く
様
子
は
美
玉
を
落
と
し
た
の
に
似
て
、

氷
が
四
角
く
さ
れ
て
い
る
様
子
は
美
玉
を
切
り
そ
ろ
え
る
こ
と

に
た
と
え
ら
れ
る
よ
う
に
美
し
い
も
の
で
す
。
ま
し
て
や
白
い

壁
が
わ
き
上
が
る
雲
の
よ
う
に
そ
び
え
立
っ
て
お
り
、
象
牙
で

作
っ
た
白
く
豪
華
な
座
席
が
霜
が
降
り
た
か
の
よ
う
に
敷
き
詰

め
ら
れ
、
宴
席
に
美
人
を
は
べ
ら
せ
、
部
屋
中
が
真
っ
白
に
な

っ
て
い
る
状
況
の
中
で
は
な
お
さ
ら
美
し
く
見
え
ま
す
。
多
く

の
賓
客
の
氷
は
輝
き
を
同
じ
く
し
て
い
ま
す
が
、
本
当
の
と
こ

ろ
は
玉
の
よ
う
に
形
を
保
っ
て
固
体
で
あ
り
続
け
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
す
。
そ
の
名
を
盗
み
、
玉
の
「
美
」
と
い
う
性
質

を
か
り
る
こ
と
で
一
時
の
ほ
ま
れ
を
あ
や
ま
っ
て
得
て
し
ま
う

の
は
こ
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

玉
の
よ
う
に
美
し
さ
を
保
ち
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
に
も
関

わ
ら
ず
、
玉
と
同
等
の
評
価
を
受
け
ら
れ
る
と
錯
覚
さ
せ
て
し
ま

う
の
が
よ
く
な
い
と
述
べ
る
。

こ
の
部
分
は
、
は
じ
め
に
身
分
の
差
が
あ
る
こ
と
で
、
命
令
に

差
が
出
て
く
る
こ
と
を
言
う
か
ら
、
「
氷
」
を
通
し
て
身
分
の
差
異
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に
関
わ
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
部
分
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ

に
続
く
氷
の
美
し
さ
や
部
屋
の
白
さ
は
、
身
分
の
高
い
も
の
の
得

る
誉
れ
、
あ
る
い
は
身
分
の
高
い
も
の
の
属
す
る
場
＝
官
僚
世
界

を
象
徴
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
中
で
、
見
た
目
は
同
じ

く
立
派
だ
が
、
そ
の
内
実
は
氷
が
溶
け
る
よ
う
に
、
誉
れ
を
受
け

つ
づ
け
る
に
十
分
な
性
質
を
保
ち
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

が
い
る
と
言
う
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
高
官
の
内
実
と
、
外
面
と

し
て
表
れ
る
身
分
と
の
釣
り
合
い
が
と
れ
て
い
な
い
こ
と
に
対
し
、

夏
の
氷
の
性
質
を
借
り
て
風
刺
し
て
い
る
部
分
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

②
寒
暑
の
調
子
を
狂
わ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に

言
う
。若

乃
對
修
竹
、
臨
方
塘
、
俾
炎
作
寒
兮
反
我
天
常
、
嗟
絺
綌

之
失
御
於
三
伏
兮
、
亦
紈
扇
委
篋
而
内
傷
。
其
嚴
冱
之
威
、
以

干
陰
陽
之
候
也
如
此
。
（
乃
ち
修
竹
に
対
し
、
方
塘
に
臨
み
、
炎

を
し
て
寒
を
作
し
我
が
天
の
常
に
反
せ
し
む
る
が
ご
と
き
は
、

な

絺
綌
の
御
を
三
伏
に
失
ひ
、
亦

紈
扇
は
篋
に
委
ね
ら
れ
て
内
傷

す
る
を
嗟
く
。
其
の
厳
冱
の
威
の
、
以
て
陰
陽
の
候
を
干
す
や

な
げ

を
か

此
の
ご
と
し
。）

職
務
を
離
れ
、
長
い
竹
に
対
面
し
た
り
、
四
角
い
池
の
そ
ば

に
行
っ
た
り
し
て
宴
を
し
、
炎
天
を
寒
く
さ
せ
、
わ
れ
わ
れ
の

天
の
道
理
に
反
す
る
よ
う
な
こ
と
を
さ
せ
る
こ
と
で
、
葛
で
作

っ
た
夏
服
が
そ
の
能
力
を
三
伏
と
い
う
暑
い
時
期
に
失
う
こ
と

に
な
り
、
ま
た
絹
で
作
っ
た
扇
が
箱
に
入
れ
ら
れ
て
心
を
傷
つ

け
ら
れ
る
の
を
我
々
は
嘆
く
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
厳

し
い
寒
さ
の
力
が
陰
陽
の
時
節
を
侵
害
す
る
こ
と
と
い
っ
た
ら
、

こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。

葛
で
作
っ
た
夏
服
や
絹
で
作
っ
た
扇
は
、
夏
の
暑
い
さ
な
か
、

涼
し
さ
を
も
た
ら
す
。
こ
こ
は
、
氷
を
使
っ
て
天
の
道
理
に
反
し

て
部
屋
を
涼
し
く
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
器
物
が
用
を
な
す
こ

と
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
。
こ
の
部
分
は
、
自

分
た
ち
が
楽
し
ん
だ
り
、
気
分
が
よ
く
な
る
よ
う
に
し
た
り
す
る

た
め
に
、
他
者
を
傷
つ
け
た
り
、
苦
し
め
た
り
す
る
人
物
が
い
る

こ
と
の
害
悪
を
風
刺
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

③
病
気
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
詳
説
す
る
。

若
皎
潔
的
皪
、
與
時
消
釋
、
或
沉
珠
於
杯
、
或
化
璞
於
液
、

王
將
甘
飮
、
聊
以
自
適
。
豈
知
乎
、
一
寒
一
温
、
日
夜
相
激
、

久
之
以
生
疾
兮
、
内
外
不
和
而
怵
惕
。
其
翫
意
而
媒
疾
也
如
此
。

（
皎
潔
的
皪
と
し
て
、
時
と
与
に
消
釈
す
る
が
ご
と
き
は
、
或

と
も

い
は
珠
を
杯
に
沈
め
、
或
い
は
璞
を
液
に
化
す
る
が
ご
と
く
、

王
将
て
甘
飲
し
、
聊
か
以
て
自
適
す
。
豈
に
知
ら
ん
や
、
一
寒

も
つ

一
温
、
日
夜
相
激
し
く
、
之
を
久
し
く
し
て
以
て
疾
を
生
じ
、

内
外
不
和
に
し
て
怵
惕
あ
ら
ん
こ
と
を
。
其
の
意
を
翫
び
て
疾

を
媒
す
る
や
此
の
ご
と
し
。
）

白
く
清
ら
か
な
氷
が
、
時
の
移
り
変
わ
り
に
よ
っ
て
融
け
て

い
く
こ
と
に
つ
い
て
は
、
あ
る
い
は
宝
玉
を
杯
に
沈
め
、
あ
る



- 7 -

い
は
宝
玉
が
液
体
と
な
る
か
の
よ
う
に
思
え
、
陳
王
様
は
そ
れ

を
飲
む
こ
と
で
、
し
ば
ら
く
よ
い
気
分
に
な
る
こ
と
が
で
き
る

で
し
ょ
う
。
た
だ
、
王
は
ご
存
じ
な
い
の
で
し
ょ
う
、
寒
さ
や

温
か
さ
が
日
夜
に
せ
め
ぎ
あ
う
こ
と
が
、
長
い
間
続
い
て
い
る

と
病
を
生
じ
、
体
内
外
の
調
和
が
崩
れ
、
お
ど
ろ
き
お
そ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
。
情
趣
を
追
求
し
て
病
を
ま
ね

く
の
は
、
こ
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

美
し
い
氷
を
杯
に
入
れ
た
り
、
氷
を
溶
か
し
た
も
の
を
飲
ん
だ

り
す
る
と
、
そ
の
場
で
の
気
分
は
よ
く
な
る
が
、
長
い
目
で
見
る

と
寒
さ
暑
さ
を
繰
り
返
す
こ
と
で
体
を
病
に
か
か
り
や
す
い
状
態

に
し
て
し
ま
う
と
い
う
。
こ
れ
も
①
の
続
き
と
し
て
、
一
見
良
さ

そ
う
な
も
の
を
取
り
入
れ
た
結
果
、
国
全
体
に
深
刻
な
悪
影
響
を

及
ぼ
し
て
し
ま
う
こ
と
を
風
刺
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
ま
で
を
承
け
て
、
最
後
に
王
粲
は
陳
王
に
忠
言
を
述
べ
る
。

觀
其
力
足
以
淒
一
室
、
利
庖
厨
、
俾
甘
肥
晩
敗
、
醇
釀
不
渝
。

非
可
調
湊
理
、
安
營
魄
。
奈
何
以
誇
客
。
（
其
の
力
の
以
て
一
室

を
淒
と
し
、
庖
厨
に
利
あ
り
て
、
甘
肥
を
し
て
晩
く
敗
せ
し
め
、

お
そ

醇
釀
を
し
て
渝
は
ら
ざ
ら
し
む
る
を
観
よ
。
湊
理
を
調
し
、
營

か

魄
を
安
ん
ぜ
し
む
る
べ
き
に
非
ず
。奈
何
ぞ
以
て
客
に
誇
ら
ん
。
）

氷
の
力
が
一
部
屋
を
涼
し
く
し
、
厨
房
に
と
っ
て
よ
い
効
果

が
あ
り
、
う
ま
い
食
べ
物
を
腐
り
に
く
く
し
、
う
ま
い
酒
の
味

を
変
わ
り
に
く
く
さ
せ
る
の
に
十
分
で
あ
る
こ
と
を
ご
覧
に
な

っ
て
く
だ
さ
い
。
氷
の
力
は
ヒ
ト
の
身
体
を
と
と
の
え
た
り
、

ヒ
ト
の
魂
を
安
定
さ
せ
た
り
す
る
た
め
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ど
う
し
て
客
に
ほ
こ
ら
し
げ
に
自
慢
す
る
必
要
が
あ
り
ま

し
ょ
う
か
。

厨
房
で
の
使
用
に
こ
そ
、
夏
の
氷
の
メ
リ
ッ
ト
が
存
在
し
、
暑

気
払
い
の
た
め
に
使
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
使
い
ど
こ

ろ
を
過
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
適
材
適
所
」
を

守
り
、
国
を
治
め
る
べ
き
だ
と
で
も
述
べ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

第
五
段
落
で
は
、
こ
こ
ま
で
の
王
粲
の
賦
を
承
け
、
陳
王
曹
植

が
最
後
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
作
品
が
終
わ
る
。

寡
人
生
於
深
宮
、
懵
於
服
食
。
左
右
唯
燕
姬
趙
女
、
侈
服
美
色
。

微
客
卿
之
言
、
則
何
以
雪
余
惑
。
方
當
命
有
司
而
撤
冰
、
書
盤

盂
以
自
式
。
（
寡
人

深
宮
に
生
ま
れ
、
服
食
に
懵
し
。
左
右
唯

く
ら

た

だ
燕
姫
趙
女
あ
り
て
、
侈
服
美
色
あ
り
。
客
卿
の
言
微
か
り
せ

な

ば
、
則
ち
何
を
以
て
か
余
が
惑
ひ
を
雪
が
ん
。
方
に
当
に
有
司

す
す

ま
さ

に
命
じ
て
冰
を
撤
き
、
盤
盂
に
書
し
て
以
て
自
ら
式
と
す
べ
し
。
）

わ
た
く
し
は
宮
殿
の
奥
で
生
ま
れ
、
服
飾
や
食
事
の
こ
と
に
は

理
解
が
あ
り
ま
せ
ん
。
身
の
近
く
に
は
燕
の
姫
や
趙
の
美
女
が

お
り
、
豪
華
な
服
と
美
し
い
女
性
に
囲
ま
れ
て
い
ま
す
。
上
客

王
仲
宣
ど
の
の
意
見
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
に
し
て

わ
た
く
し
の
惑
っ
た
心
を
す
す
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。

今
よ
り
役
人
に
命
じ
て
氷
を
ま
か
せ
、
円
盤
と
方
盂
に
自
ら
を
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戒
め
る
き
ま
り
を
記
し
て
お
く
こ
と
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

自
ら
の
見
識
の
狭
さ
を
反
省
し
、
王
粲
の
意
見
を
尊
重
し
て
文

言
を
盆
に
刻
み
、
自
戒
の
た
め
の
も
の
と
す
る
と
い
う
。

「
夏
冰
歌
」
と
の
共
通
点
と
し
て
、「
冰
賦
」
の
語
彙
、
あ
る
い

は
表
現
が
「
夏
冰
歌
」
の
語
彙
・
表
現
と
重
複
す
る
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る
。
「
夏
冰
歌
」
の
第
１
句
の
「
玄
泉
」
、
第
５
・
６
句
「
碎

如
墜
瓊
方
截
璐
、
粉
壁
生
寒
象
筵
布
」
、
第
７
句
「
紈
扇
」
、
第
８

句
「
座
有
麗
人
色
俱
素
」
、
第

句
「
飮
此
瑩
然
何
所
思
」
が
そ
れ

12

で
あ
る
。
同
じ
モ
チ
ー
フ
を
、
似
た
表
現
を
使
っ
て
表
現
す
る
あ

た
り
に
は
、
韋
応
物
の
こ
だ
わ
り
が
見
え
る
。
ま
た
、
「
夏
冰
」
を

通
し
て
諷
諭
性
を
持
た
せ
る
と
い
う
点
も
共
通
す
る
。

こ
う
し
た
諷
諭
と
い
う
主
題
を
共
通
に
持
ち
、
同
一
の
モ
チ
ー

フ
を
用
い
て
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
ば
を
使
っ
て
い
る
が
、
氷
そ
の

も
の
の
描
写
に
つ
い
て
言
え
ば
、「
夏
冰
歌
」
で
は
純
粋
に
氷
の
美

し
さ
や
、
氷
の
あ
る
場
が
き
ら
び
や
か
で
あ
る
こ
と
を
詠
う
一
方
、

「
冰
賦
」
で
は
氷
の
マ
イ
ナ
ス
面
に
も
言
及
す
る
点
に
違
い
が
あ

る
。
こ
の
氷
の
マ
イ
ナ
ス
面
に
着
目
し
、
諷
諭
性
を
込
め
る
と
こ

ろ
に
韋
応
物
「
冰
賦
」
の
特
徴
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
［
５
］
。
で
は
、

そ
う
し
た
詠
み
方
を
す
る
背
景
と
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

三

「
冰
賦
」
の
諷
諭
性
の
背
景

韋
応
物
の
人
生
は
玄
宗
の
側
近
で
な
く
な
っ
た
こ
と
に
起
因
す

る
挫
折
感
に
大
き
く
支
配
さ
れ
て
い
た
。
彼
は
そ
う
し
た
挫
折
感

を
抱
き
続
け
て
き
た
中
で
、
諷
諭
詩
を
多
く
作
っ
て
い
る
。「
冰
賦
」

の
為
政
者
批
判
も
そ
れ
と
同
じ
軸
で
考
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。

韋
応
物
詩
に
は
、
し
ば
し
ば
官
吏
と
し
て
の
あ
る
べ
き
姿
を
詠

ん
だ
も
の
が
見
受
け
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
洛
陽
丞
期
の
作
で
あ

る

「
示
從
子
河
南
尉
班
」
（
巻
二
）
の
序
に
は
、
「
永
泰
中
、
余

49
任
洛
陽
丞
、
以
撲
抶
軍
騎
。
時
從
子
河
南
尉
班
、
亦
以
剛
直
爲
政
。

俱
見
訟
於
居
守
。
因
詩
示
意
。
府
縣
好
我
者
、
豈
曠
斯
文
。
」
（
永

泰
中
、
余

洛
陽
丞
に
任
ぜ
ら
れ
、
以
て
軍
騎
を
撲
抶
す
。
時
に
従

子
河
南
尉
班
も
、
亦
た
剛
直
を
以
て
政
を
為
す
。
俱
に
居
守
に
訟

せ
ら
る
。
詩
に
因
り
て
意
を
示
す
。
府
県
の
我
を
好
む
者
、
豈
に
斯こ

の
文
を
曠
し
く
せ
ん
や
。
）
と
あ
り
、
官
吏
と
し
て
剛
直
で
あ
る
こ

む
な

と
が
よ
い
と
い
う
意
識
が
窺
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
気
骨
が
あ
り
、

正
直
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
訴
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
自
分
た

ち
の
政
治
の
仕
方
を
他
者
に
理
解
し
て
ほ
し
い
と
い
う
言
い
方
を

し
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

こ
の
発
言
か
ら
、
韋
応
物
が
よ
い
政
治
を
し
よ
う
と
し
て
い
た

こ
と
を
妬
ん
だ
り
、
あ
る
い
は
彼
を
邪
魔
だ
と
思
っ
た
人
物
が
い

た
り
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
訴
え
ら
れ
る
に
至
る
ま
で
の

具
体
的
な
経
緯
に
つ
い
て
、
沈
作
喆
「
補
韋
刺
史
伝
」
は
「
永
泰

中
、
遷
洛
陽
丞
。
兩
軍
騎
士
、
倚
中
貴
人
勢
、
驕
横
爲
民
害
。
應

物
疾
之
、
痛
繩
以
法
。
被
訟
弗
爲
屈
。
」
（
永
泰
中
、
洛
陽
丞
に
遷

せ
ら
る
。
両
軍
の
騎
士
、
中
貴
人
の
勢
に
倚
り
て
、
驕
横
し
て
民

よ

害
を
為
す
。
応
物

之
を
疾
み
、
痛
繩
す
る
に
法
を
以
て
す
。
訟
せ

に
く

ら
る
る
も
為
に
屈
せ
ず
。
）
と
ま
と
め
て
い
る
。
こ
こ
に
見
え
る
「
両

軍
の
騎
士
」
は
、
回
紇
軍
と
神
策
軍
を
指
す
。
安
史
の
乱
を
平
定
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す
る
た
め
に
、
回
紇
軍
や
地
方
軍
で
あ
っ
た
神
策
軍
の
力
を
借
り

た
が
、
そ
の
の
ち
、
神
策
軍
が
天
子
の
禁
軍
と
な
り
、
宦
官
に
よ

っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
宦
官
の
兵
権

掌
握
が
進
ん
で
い
っ
た
。
こ
う
し
た
中
、
神
策
軍
は
略
奪
を
繰
り

返
す
な
ど
、
横
暴
な
振
る
舞
い
を
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
こ
と

を
韋
応
物
は
同
じ
く
洛
陽
丞
期
の
作

「
広
徳
中
洛
陽
作
」（
巻
六
）

359

で
「
飮
藥
本
攻
病
、
毒
腸
翻
自
殘
。
」
（
薬
を
飲
み
て
本
よ
り
病
を

攻
め
ん
と
す
る
も
、
腸
を
毒
し
て
翻
つ
て
自
ら

残

ふ
。
）
と
表
現

か
へ

そ
こ
な

し
て
い
る
［
６
］
。

韋
応
物
が
挫
折
後
初
め
て
官
吏
、
す
な
わ
ち
洛
陽
丞
に
就
任
し

た
広
徳
年
間
の
状
況
は
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
当
時
、
韋
応
物
の

考
え
る
よ
い
政
治
に
向
か
っ
て
い
か
な
い
人
物
と
し
て
宦
官
が
お

り
、
そ
の
影
響
下
に
あ
っ
た
も
の
た
ち
も
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
「
冰

賦
」
作
成
時
に
は
、
こ
う
し
た
人
物
た
ち
の
存
在
が
念
頭
に
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
「
良
吏
」
が
不
利
益
を
被
り
、

奸
臣
が
は
び
こ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
危
機
感
が
、
「
冰

賦
」
の
表
現
に
な
っ
て
表
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

改
め
て
「
冰
賦
」
の
表
現
と
関
連
さ
せ
て
考
え
て
み
る
。

①
内
面
と
外
面
上
の
身
分
の
齟
齬
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
韋
応

物
は
政
治
を
す
る
上
で
剛
直
で
あ
り
、
正
義
を
貫
く
よ
う
な
態
度

を
重
視
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
性
質
を
持
っ
て
い
る
人
物
こ
そ
が

高
位
に
い
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
外
面
上
美
し

く
、
内
面
に
も
永
遠
性
を
持
ち
続
け
る
美
玉
は
、
そ
う
し
た
理
想

的
な
人
物
の
た
と
え
だ
と
考
え
て
よ
い
。
一
方
の
氷
は
、
玉
の
内

面
の
性
質
で
あ
る
永
続
性
を
欠
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
外
面
上
は

高
位
に
あ
る
が
、
実
際
に
は
国
の
安
定
の
た
め
の
善
政
を
目
指
し

て
い
な
か
っ
た
宦
官
の
様
子
と
ぴ
っ
た
り
合
う
。

②
自
己
の
快
楽
の
た
め
に
他
者
を
傷
つ
け
、
苦
し
め
る
も
の
へ

の
批
判
に
つ
い
て
、
宦
官
が
天
子
の
禁
軍
と
な
っ
た
神
策
軍
を
動

か
し
て
い
た
こ
と
が
念
頭
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
。「
冰
賦
」
に
見
え
る
、

「
氷
が
あ
る
こ
と
で
本
来
夏
に
働
く
べ
き
で
あ
っ
た
器
物
が
働
け

ず
、
天
の
時
期
を
奪
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
表
現
は
、
宦
官
の
行

為
に
よ
っ
て
、
本
来
よ
く
動
け
た
は
ず
の
善
良
な
官
吏
が
ま
と
も

に
働
け
な
く
な
り
、
天
子
の
統
治
し
て
い
る
政
治
機
構
そ
の
も
の

が
十
分
な
機
能
を
果
た
せ
な
く
な
っ
た
状
況
と
重
な
る
。

③
一
見
良
さ
そ
う
な
も
の
を
取
り
入
れ
た
結
果
、
国
に
悪
影
響

を
及
ぼ
す
こ
と
に
つ
い
て
、「
冰
賦
」
の
「
氷
を
飲
む
と
気
持
ち
が

よ
い
が
、
病
の
仲
立
ち
と
な
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
表
現
は
、
先

に
挙
げ
た
「
広
徳
中
洛
陽
作
」
の
「
飮
藥
本
攻
病
、
毒
腸
翻
自
殘
。
」

と
同
じ
こ
と
、
つ
ま
り
回
紇
軍
と
神
策
軍
の
利
用
の
弊
害
を
表
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「
冰
賦
」
は
玄
宗
亡
き
後
の
宦
官
の

専
横
を
批
判
し
て
い
る
も
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
韋
応

物
の
「
良
吏
と
し
て
の
自
覚
」［
７
］

が
、
「
夏
冰
」
の
モ
チ
ー
フ
に

目
を
つ
け
さ
せ
、
従
来
、
見
ら
れ
な
か
っ
た
「
夏
冰
」
の
短
所
を

詠
み
、
諷
諭
性
を
付
与
す
る
表
現
の
創
出
に
つ
な
が
っ
た
の
だ
ろ

う
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
韋
応
物
「
冰
賦
」
に
つ
い
て
、
彼
が
同
じ
く
「
夏
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冰
」
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
作
っ
た
「
夏
冰
歌
」
と
の
違
い
を
考
え

な
が
ら
、
そ
の
諷
諭
性
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。

韋
応
物
は
な
ぜ
「
夏
冰
歌
」
で
は
な
く
、
「
冰
賦
」
で
「
夏
冰
」

の
マ
イ
ナ
ス
面
に
着
目
し
、
そ
れ
を
通
し
て
諷
諭
性
を
表
現
で
き

た
の
か
。
臆
測
に
過
ぎ
な
い
が
、
一
つ
に
は
、「
賦
」
と
い
う
ジ
ャ

ン
ル
が
持
つ
、
対
象
物
の
あ
ら
ゆ
る
性
質
を
列
挙
す
る
と
い
う
特

性
に
着
目
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
夏
冰

歌
」
は
「
歌
」
で
あ
る
か
ら
、
自
ず
か
ら
使
え
る
字
数
の
制
限
が

あ
っ
た
だ
ろ
う
し
、
あ
る
程
度
の
内
容
の
方
向
性
も
決
ま
っ
て
し

ま
い
、「
冰
賦
」
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
氷
の
様
々
な
面
を
叙
述
す

る
の
に
は
あ
ま
り
向
か
な
い
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
賦
で
あ
れ
ば
、
そ
の
性
質
上
、
多
面
的
な
見
方
が
許
容
・
促

進
さ
れ
、
従
来
あ
ま
り
見
ら
れ
な
か
っ
た
「
夏
冰
」
の
短
所
を
意

識
し
や
す
く
な
る
。「
夏
冰
」
の
短
所
を
賦
の
方
に
入
れ
て
詠
ん
だ

の
は
、
こ
の
あ
た
り
に
理
由
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

現
存
の
韋
応
物
の
賦
が
「
冰
賦
」
の
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
推
し

量
る
に
、
韋
応
物
は
賦
や
散
文
を
多
く
は
作
っ
て
い
な
か
っ
た
だ

ろ
う
。
韋
応
物
詩
に
は
、
諷
諭
性
の
高
い
「
歌
行
」
が
幾
つ
か
見

ら
れ
る
。
韋
応
物
は
な
ぜ
「
賦
」
な
ど
の
散
文
を
多
作
す
る
方
法

を
採
ら
ず
、「
歌
行
」
で
諷
諭
性
を
表
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。

こ
れ
と
関
連
し
て
、「
冰
賦
」
と
『
文
選
』
所
収
の
賦
と
の
関
係
に

つ
い
て
も
考
え
た
い
。
表
現
や
構
成
の
面
で
、「
冰
賦
」
は
『
文
選
』

所
収
の
賦
と
重
な
る
部
分
が
あ
る
。
こ
れ
を
詳
細
に
検
討
し
、
併

せ
て
韋
応
物
詩
と
『
文
選
』
所
収
の
作
品
と
の
関
係
を
考
察
す
れ

ば
、
韋
応
物
が
賦
を
あ
ま
り
作
ら
な
か
っ
た
理
由
の
解
明
、
ひ
い

て
は
、
韋
応
物
の
文
学
観
の
理
解
に
も
つ
な
が
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、「
賦
」
の
歴
史
の
中
で
、
韋
応
物
「
冰
賦
」
が
ど
の
よ
う

な
位
置
づ
け
に
あ
る
の
か
も
考
察
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
て
み
た
い
。

注
［
１
］
前
野
直
彬
『
中
国
文
学
序
説
』（
東
京
大
学
出
版
社
、
一
九
八
二
年
）

九
八
頁
は
、
賦
を
韻
文
の
ジ
ャ
ン
ル
に
入
れ
て
解
説
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
伝
統
的
な
分
類
に
従
っ
て
お
く
。

［
２
］
赤
井
益
久
氏
は
、
「
夏
冰
歌
」
を
「
政
治
の
腐
敗
を
指
摘
し
、
民
衆

の
窮
状
を
描
写
す
る
作
」
と
分
類
さ
れ
て
い
る
。「
韋
応
物
と
白
居
易
」

（
『
中
唐
詩
壇
の
研
究
』
第
Ⅱ
部
第
一
章
、
創
文
社
、
二
〇
〇
四
年
）

一
一
三
頁
。

［
３
］
こ
の
曹
植
が
賦
の
製
作
を
依
頼
し
、
王
粲
が
返
答
と
し
て
賦
を
作

る
と
い
う
設
定
は
、
謝
荘
「
月
賦
」（
『
文
選
』
巻
十
三
）
に
先
例
が
あ

り
、
こ
れ
を
意
識
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

［
４
］
こ
の
表
現
と
似
た
も
の
に
、「
幽
居
」（
巻
八
）
に
「
貴
賤
雖
異
等
、

出
門
皆
有
營
。
」（
貴
賤

等
を
異
に
す
と
雖
も
、
門
を
出
づ
れ
ば
皆

営

み
有
り
。）
と
あ
る
。

［
５
］
年
代
的
に
韋
応
物
が
見
得
た
で
あ
ろ
う
類
書
『
芸
文
類
聚
』
に
は
、

少
な
く
と
も
「
夏
冰
」
の
短
所
に
関
す
る
記
事
は
見
ら
れ
な
い
。

［
６
］
宦
官
の
専
横
に
至
る
ま
で
の
経
緯
は
、
赤
井
益
久
「
韋
応
物
詩
論

―
屏
居
の
位
相
を
中
心
に
―
」
（
『
中
唐
詩
壇
の
研
究
』
第
Ⅰ
部
第
三
章

五
九
頁
～
六
一
頁
）
を
参
考
に
ま
と
め
た
。

［
７
］
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
［
２
］
赤
井
著
書
「
第
六
節

良
吏
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と
し
て
の
自
覚
」
一
一
五
頁
～
一
一
九
頁
参
照
。

※
編
集
委
員
か
ら
の
お
詫
び

山
田
和
大
氏
「
韋
応
物
『
冰
賦
』
の
諷
諭
性
に
つ
い
て
」
は
、
編
集
作

業
の
段
階
で
フ
ァ
イ
ル
を
取
り
違
え
、
「
中
国
中
世
文
学
研
究
」
第

・
63

合
併
号
に
は
査
読
委
員
の
意
見
に
よ
る
修
正
を
加
え
る
前
の
原
稿
を

64掲
載
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
関
係
諸
氏
に
は
お
詫
び
を
申
し
上
げ
ま
す

と
と
も
に
、
本
号
に
改
め
て
修
正
稿
を
掲
載
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
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歌
詞
と
し
て
の
「
長
恨
歌
」

―
白
居
易
歌
詩
の
押
韻
に
つ
い
て
―陳

翀

一

拙
稿
「
中
唐
に
お
け
る
白
居
易
『
琵
琶
引
』
享
受
の
原
風
景
―

そ
の
原
本
形
態
及
び
歌
唱
形
式
に
つ
い
て
―
」
は
、
白
居
易
の
名

作
で
あ
る
「
琵
琶
引
」
を
取
り
上
げ
、「
琵
琶
引
」
が
当
初
は
歌
わ

れ
る
歌
詞
と
し
て
作
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、

さ
ら
に
、
そ
の
押
韻
の
仕
組
み
が
一
般
の
七
言
排
律
詩
の
偶
数
句

押
韻
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
上
下
句
押
韻
と
い
う
独
立
し
た
パ
ー

ト
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た[

１]

。
引
き
続
き
、
本
稿
で

は
同
じ
く
『
白
氏
文
集
』
巻
十
二
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
長
恨
歌
」

に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
押
韻
の
仕
組
み
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
「
琵
琶
引
」
と
同
様
に
、
「
長
恨
歌
」
も
一
定
の

曲
調
に
従
っ
て
創
作
さ
れ
た
歌
詩
で
あ
り
、
当
初
は
歌
わ
れ
る
歌

詞
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

二

「
長
恨
歌
」
研
究
史
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
き
、
恐
ら
く
殆
ど

の
研
究
者
が
、「
長
恨
歌
」
を
主
に
李
楊
故
事
を
詠
ず
る
七
言
排
律

詩
、
つ
ま
り
長
篇
の
叙
事
詩
と
し
て
認
識
し
て
き
た
こ
と
が
看
取

で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
は
、
近
年
公
刊
さ
れ
た
「
長
恨
歌
」

関
連
の
専
著
及
び
訳
注
書
に
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
下

定
雅
弘
氏
は
、『
長
恨
歌

楊
貴
妃
の
魅
力
と
魔
力
』
に
お
い
て
、

「
長
恨
歌
」
の
構
造
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る[

２]

。

「
長
恨
歌
」
は
大
き
く
は
二
段
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
段
は
「
漢
皇
色
を
重
ん
じ
て
傾
国
を
思
う
、
御
㝢
多
年
求

む
れ
ど
も
得
ず
」
か
ら
、
七
三
・
七
四
句
「
悠
悠
た
る
生
死

別
れ
て
年
を
経
た
り
、
魂
魄
曾
て
来
た
り
て
夢
に
だ
に
入

ら
ず
」
ま
で
で
、
人
間
世
界
に
お
け
る
玄
宗
と
楊
貴
妃
と
の

愛
の
物
語
で
あ
る
。
玄
宗
が
絶
世
の
美
女
楊
貴
妃
を
み
つ
け
、

貴
妃
へ
の
愛
の
虜
と
な
っ
て
過
ご
す
日
々
と
、
貴
妃
が
馬
嵬

で
亡
く
な
っ
て
、
玄
宗
が
悲
嘆
に
く
れ
る
さ
ま
を
歌
っ
て
い

る
。後

段
は
、
七
五
・
七
六
句
「
臨
邛
の
方
士
鴻
都
の
客
、
能

く
精
誠
を
以
っ
て
魂
魄
を
致
す
」
か
ら
、
最
後
の
「
天
長
く

地
久
し
き
も
時
有
り
て
尽
く
、
此
の
恨
み
綿
綿
と
し
て
絶
ゆ


