
二
三
一

澆
季
の
世
に
及
ぶ
や
、
乃
ち
妖
艷
婀
娜
、
以
っ
て
其
の
色
を
衒
ひ
、
耽
溺
迷
惑
し
て
、

ぎ
ょ
う
き

よ
う
え
ん

あ

だ

て
ら

た
ん
で
き
め
い
わ
く

以
っ
て
其
の
慾
を

恣

に
し
、
怨
嫉
妬
害
し
て
、
以
っ
て
其
の
毒
を
発
す
。
而
し
て
蠶

織
は

ほ
し
い
ま
ま

え
ん
し
つ
と
が
い

さ
ん
し
ょ
く

識
ら
ず
、
桑
麻
は
問
は
ず
、
噂
噂
長

舌
し
、

職

ら
厲
階
と
為
る
。
予
竊
か
に
天
下
古
今
の
治

し

そ

う

ま

そ
ん
そ
ん
ち
ょ
う
ぜ
つ

も
っ
ぱ

れ
い
か
い

ひ
そ

乱
興
亡
の
由
来
を
原
ぬ
る
に
未
だ
嘗
っ
て
此
に
胚
胎
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ざ
る
な
り
。

た
ず

か

は
い
た
い

及C

澆
季
之
世B

也N

及
妖
艶
婀
娜N

以
衒C

其
色j

耽
溺
迷
惑N

以
恣C

其
慾j

怨
嫉
妬
害N

以
發C

其
毒j

而
蠶
織
不A
識N
桑
麻
不A

問N

噂
々
長
舌N

職
爲C

厲
階j

予
竊
原C

天
下
古
今N

治
亂
興
亡
之
由
来j

未

D

嘗
不A

胚C

胎
乎
此B
也
、

【
訳
】
人
情
が
薄
く
風
俗
の
乱
れ
た
世
の
中
に
な
る
と
、
艶
や
か
で
美
し
く
、
色
っ
ぽ
い
こ
と
が
は

び
こ
り
、
そ
の
美
し
さ
を
み
せ
び
ら
か
す
よ
う
に
な
る
。
よ
く
な
い
事
に
ふ
け
り
熱
中
し
て
、
心
が

迷
っ
て
、
欲
望
丸
出
し
と
も
な
る
。
怨
み
や
ね
た
み
や
憎
し
み
が
い
っ
ぱ
い
と
な
っ
て
、
そ
の
害
が

出
始
め
る
。
そ
し
て
、
蚕
を
飼
っ
て
絹
を
織
っ
た
り
す
る
よ
う
な
働
く
こ
と
は
何
も
知
ら
ず
、
蚕
の

餌
の
桑
や
麻
な
ど
の
生
産
の
た
め
の
知
識
に
つ
い
て
も
考
え
よ
う
と
も
し
な
い
。
多
く
の
人
が
集
ま

っ
て
長
話
し
、
そ
れ
が
禍
の
も
と
と
な
る
。
私
が
、
じ
っ
く
り
と
天
下
や
歴
史
の
治
乱
興
亡
の
原
因

を
調
べ
て
み
る
と
、
み
ん
な
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
る
。

二
三
二

大
抵
聖
人
の
道
は
、
平
平
淡
淡
、
卒
然
と
し
て
こ
れ
を
見
る
に
、
何
の
奇
特
か
あ
ら

そ
つ
ぜ
ん

ん
。
晨
夕
把
玩
し
、
看
得
透
徹
す
る
に
及
べ
ば
、
則
ち
最
尊
最
勝
、
至
理
妙
道
、
天
下
の
言
説

し
ん
せ
き

は

が

ん

と
う
て
つ

を
挙
げ
て
、
本
こ
れ
に
加
ふ
る
も
の
あ
る
な
し
を
覚
ゆ
る
な
り
。
。

も
と

大
抵
聖
人
之
道N

平
々
淡
々N

率
然
見A

之N

有C

何
奇
特j

及C

晨
夕
把
玩N

看
得
透
徹B

也N

則
覺I
最

尊
最
勝N

至
理
妙
道N

擧C

天
下
之
言
説j

本
無J

有C

加
焉
者B

也N

【
訳
】
一
般
に
聖
人
の
道
と
い
う
も
の
は
、
平
々
坦
々
と
し
て
い
て
、
少
し
見
る
と
何
も
特
別
の
こ

と
は
な
い
。
朝
夕
、
手
に
取
り
親
し
ん
で
、
奥
底
ま
で
の
に
本
質
を
見
る
と
、
こ
の
上
な
く
尊
く
す

ぐ
れ
て
い
る
道
で
、
世
の
中
の
言
葉
で
は
こ
れ
に
付
け
加
え
る
こ
と
は
な
い
。

二
三
三

是
れ
に
由
り
て
こ
れ
を
観
れ
ば
、
道
は
本
高
か
ら
ず
卑
か
ら
ず
、
難
に
あ
ら
ず
易
に

よ

も
と

ひ
く

あ
ら
ず
。
世
間
の
唯
心
あ
る
の
人
は
乃
ち
能
く
其
の
門
に
入
る
を
許
さ
る
。

由A

是
觀A

之N

道
本
不A

高
不A

卑N

非A

難
非A

易N

世
間
惟
許D

有A

心
之
人
乃
能
入C

其
門j

【
訳
】
こ
の
こ
と
か
ら
聖
人
の
道
を
考
え
て
み
る
と
、
聖
人
の
道
は
基
本
的
に
高
い
も
の
で
は
な
く

低
い
も
の
で
も
な
く
、
難
し
い
こ
と
で
は
な
く
易
し
い
こ
と
で
も
な
い
。
世
間
の
誰
で
も
、
た
だ



心
が
あ
る
人
は
、
そ
の
聖
人
の
道
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
三
四

「
大
学
」
は
即
ち
唐
虞
三
代
の
学
問
の
法
に
し
て
、
孔
子
は
こ
れ
を
伝
え
る
も
の
な

ぐ

り
。

大
學
即
唐
虞
三
代
學
問
之
法N

而
孔
子
傅A

之
者
也N

【
訳
】
「
大
學
」
は
、
伝
説
時
代
の
帝
王
の
堯(

ぎ
ょ)

・
舜(

し
ゅ
ん)

の
時
代
と
夏
・
殷
・
周
三
代

の
学
問
の
方
法
で
、
孔
子
が
こ
れ
を
伝
え
た
も
の
だ
。

二
三
五

二
程
、
表
章
し
て
よ
り
以
来
、
儒
者
始
め
て
此
の
書
を
尊
信
す
。
而
し
て
其
の
功
を

用
ふ
る
の
要
は
、
全
て
誠
意
に
在
り
て
、
其
の
手
を
下
す
の
処
は
、
乃
ち
格
物
致
知
に
在
り
。

自C

二
程
表
章B

以
来N

儒
者
始
尊C

信
此
書j

而
其
用A

功
之
要N
全
在C

誠
意j

而
其
下A

手
之
處N

乃

在C

格
物
致
知j

【
訳
】
二
程
（
程
顥
と
程
頣
）
が
「
大
学
」
を
広
く
世
間
に
知
ら
し
め
た
以
降
、
儒
者
は
こ
の
書

て

い

い

て
い
こ
う

（
大
学
）
を
敬
い
信
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
実
践
す
る
に
あ
た
っ
て
大
切
な
こ
と
は
、
全
て

誠
意
に
あ
り
、
最
初
に
始
め
る
こ
と
は
「
格
物
致
知
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。

二
三
六

格
物
致
知
の
説
は
、
紛
紛
異
同
、
蓋
し
其
の
幾
十
家
な
る
を
知
ら
ず
。
而
し
て
朱
子

ふ
ん
ぷ
ん

・
王
文
成
尤
も
顕
著
た
り
。

格
物
致
知
之
説N

紛
々
異
同N

蓋
不A

知C

其
幾
十
家j

而
朱
子
王
文
成
尤
爲C

顕
著j

【
訳
】
格
物
致
知
の
説
は
、
入
り
乱
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
。
何
十
人
も
の
学
者
が
唱
え
て

い
る
。
し
か
し
、
朱
子
と
王
陽
明
の
も
の
が
も
っ
と
も
有
名
で
あ
る
。

二
三
七

朱
子
は
格
物
を
以
つ
て
窮
理
と
為
し
、
将
に
広
く
天
下
の
物
の
理
を
窮
め
ん
と
す
。

且

く
其
の
知
至
り
て
意
誠
な
り
の
言
に
因
る
に
、
其
の
従
学
の
初
め
、
直
外
面
に
向
か
ひ
、
死

し
ば
ら

た
だ

に
抵
る
ま
で
窮
め
到
り
、
以
つ
て
其
の
知
を
極
む
れ
ば
、
則
ち
自
然
に
善
に
入
り
易
し
と
す
。

い
た

其
の
手
勢
の
重
ん
ず
る
所
は
浸
浸
然
と
し
て
一
種
の
外
面
馳
騖
、
支
離
決
裂
の
弊
を
啓
く
。
王

ち

ぶ

ひ
ら

子
の
説
の
、
よ
り
て
起
る
所
な
り
。



朱
子
以C

格
物B

爲C

窮
理j

将D

廣
窮C

天
下
之
物
理j

且
因C

其
知
至
而
意
誠
之
言j

其
従
學
之
初N

直

向C

外
面j

抵A

死
窮
到N

以
極C

其
知j

則
自
然
易A

入C

於
善j

其
手
勢
之
所A

重N

浸
々
然
啓C

一
種
外

面
馳
驚N

支
離
決
裂
之
弊j

王
子
之
説N

所C

從
而
起B

也N

【
訳
】
朱
子
は
物
事
を
極
め
る
こ
と
を
大
事
に
し
て
、
広
く
天
下
の
物
の
道
理
を
探
ろ
う
と
し
た
。

知
識
を
極
め
よ
う
と
し
た
も
の
は
、
物
事
の
道
理
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
努
め
た
、
そ
の
学
問
は

最
初
は
、
外
の
道
理
を
死
に
い
た
る
ま
で
極
め
て
い
き
、
極
め
て
い
け
ば
善
に
入
る
こ
と
が
で
き
る

と
し
た
。
そ
の
門
下
の
人
々
は
、
外
側
の
こ
と
ば
か
り
を
求
め
、
ち
り
ぢ
り
に
な
り
弊
害
が
出
た
。

こ
こ
に
王
陽
明
の
説
が
出
て
き
た
わ
け
が
あ
る
。

二
三
八

王
子
は
一
切
知
識
見
解
を
排
し
て
、
直
裏
面
に
向
い
て
、
此
の
良
知
を
討
ぬ
。
簡
易

い
つ
さ
い

た
だ

お

た
づ

直

截
、
直
覚
切
実
な
り
。
然
り
而
し
て
学
ぶ
者
大
率
自
信
に
過
ぎ
、
浸
浸
然
と
し
て
又
猖

狂

ち
よ
く
せ
つ

お
お
む
ね

し
ん
し
ん

し
よ
う
き
よ
う

自
恣
の

病

を
啓
く
。
是
れ
亦
学
ぶ
者
の
当
に

慮

る
べ
き
所
な
り
。

じ

し

や
ま
い

ひ
ら

お
も
ん
ば
か

王
子
一
切
排C

知
識
見
解j

而
直
向C

裏
面j

討C

此
良
知j

簡
易
直
截N

直
覺
切
實N

然
而
學
者
大
率
過

C

於
自
信j

浸
々
然
又
啓C

猖
狂
自
恣
之
病j

是
亦
學
者
之
所A

當A

慮
也N

【
訳
】
王
陽
明
は
、
知
識
や
見
解
を
避
け
て
、
た
だ
内
面
を
見
つ
め
て
い
き
、
生
ま
れ
つ
き
持
っ
て

い
る
良
知
を
求
め
た
。
単
純
で
わ
か
り
や
す
く
、
直
説
に
わ
か
る
こ
と
だ
。
次
第
に
、
学
ぶ
も
の
が

自
信
過
剰
に
な
り
勝
手
気
ま
ま
な
者
が
出
る
弊
害
が
出
た
。
学
ぶ
者
は
、
よ
く
よ
く
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
だ
。

二
三
九

格
物
の
物
は
、
則
ち
物
に
本
末
あ
る
の
物
に
し
て
、
泛
然
と
し
て
天
下
の
事
物
を
指

は
ん
ぜ
ん

す
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
致
知
の
知
は
、
則
ち
先
後
す
る
所
を
知
り
本
を
知
る
の
知
に
し
て
、
良

知
良
能
の
知
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
然
ら
ば
則
ち
朱
子
は
固
よ
り
未
だ
得
た
り
と
為
さ
ず
、
而
し

て
王
子
も
亦
胥
こ
れ
を
失
ふ
。

み
な

格
物
之
物N

則
物
有C

本
末B

之
物N

而
非D

泛
然
指C

天
下
之
事
物B

也N

致
知
之
知N

則
知A

所C

先
後B

知A

本
之
知
、
而
非C

良
知
良
能
之
知B

也N

然
則
朱
子
固
未A

爲A

得N

而
王
子
亦
胥
失A

之
矣N

【
訳
】
物
の
道
理
と
い
う
物
は
、
物
事
に
は
本
末
が
あ
る
と
い
う
物
で
、
漠
然
と
し
て
世
の
中
の
い

ろ
ん
な
で
き
ご
と
を
さ
す
の
で
は
な
い
。
物
事
を
知
る
知
は
、
物
事
に
は
儒
序
が
あ
る
の
を
知
る
こ

と
で
、
す
ば
ら
し
い
こ
と
す
べ
て
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
知
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
朱
子



は
ま
だ
会
得
し
た
と
は
言
え
ず
、
王
陽
明
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
。

二
四
〇

「
詩
経
」
一
部
三
百
篇
、
是
れ
人
情
の
譜
な
り
。

詩
經
一
部
三
百
篇N

是
人
情
之
譜
也N

【
訳
】
詩
經
は
三
百
編
、
人
の
感
情
を
記
し
た
も
の
だ
。

二
四
一

人
は
情
な
き
能
は
ざ
る
な
り
。
此
の
情
は
敢
へ
て
こ
れ
を

恣

に
す
れ
ば
、
則
ち
以

ほ
し
い
ま
ま

つ
て
倫
を
斁
り
家
を
敗
り
而
し
て
国
を
滅
ぼ
す
べ
し
。
善
く
こ
れ
を
制
す
れ
ば
、
則
ち
以
つ
て

や
ぶ

神
人
を
感
ぜ
し
め
風
俗
を
化
し
、
而
し
て
蕩
蕩
の
治
を
興
す
べ
し
。

と
う
と
う

人
不A

能A

無A

情
也N

此
情
也N

敢
恣A

之N
則
可C

以
斁A

倫
敗A

家
而
滅p

國
也N

善
制A

之N

則
可I

以

感C

神
人B

化C

風
俗B

而
興H

蕩
々
之
冶G

也N

【
訳
】
人
は
感
情
無
し
に
は
お
れ
な
い
。
こ
の
感
情
は
お
も
む
く
ま
ま
に
す
れ
ば
、
人
の
道
を
は
ず

れ
、
家
を
滅
ぼ
し
、
国
を
滅
ぼ
す
。
こ
の
感
情
を
よ
く
制
す
れ
ば
、
神
の
よ
う
に
人
を
感
じ
さ
せ
、

風
俗
を
き
れ
い
に
し
、
平
ら
か
で
安
ら
か
な
政
治
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

二
四
二

是
の
故
に
聖
人
は
こ
れ
を
疏
し
、
こ
れ
を
導
き
て
、
敢
へ
て
悖
ら
ざ
る
な
り
。
こ
れ

そ

も
と

を
隄
ぎ
こ
れ
を
防
ぎ
て
、
敢
へ
て

過

た
ざ
る
な
り
。
然
る
後
以
つ
て
天
理
を
失
は
ず
し
て
人
情

ふ
せ

ふ
せ

あ
や
ま

の
正
に
就
く
べ
し
。

せ
い

つ

是
故
聖
人
疏A

之
導A

之N

而
不C

敢
悖B

也N

隄A

之
防A

之N

而
不C

敢
過B

也N

然
後
可I

以
不A

失C

天

理B

而
就H

人
情
之
正G

矣N

【
訳
】

だ
か
ら
聖
人
は
、
こ
れ
を
認
め
、
こ
れ
を
己
の
中
に
育
て
、
あ
え
て
さ
け
な
い
。
こ
れ
を

無
理
に
避
け
よ
う
と
は
し
な
い
。
天
の
条
理
を
失
わ
ず
、
感
情
が
正
し
く
用
い
る
の
だ
。

二
四
三

人
情
の
至
り
は
、
即
ち
天
理
の
在
る
所
。
而
し
て
天
理
の
外
、
復
た
人
情
も
な
し
。

ま

天
理
人
情
は
、
是
れ
一
に
し
て
是
れ
二
な
り
。

人
情
之
至
者N

即
天
理
之
所A

在N

而
天
理
之
外N

無C

復
人
情j

天
理
人
情N

是
一
是
二N

【
訳
】
人
の
感
情
が
起
こ
る
の
は
、
天
理
の
範
囲
内
で
あ
る
。
天
理
の
外
に
は
人
の
感
情
も
な
い
。



天
理
と
感
情
は
一
つ
の
も
の
で
あ
る
が
、
二
つ
で
あ
る
。


