
〈興〉 表 現 に つ い て1

〈
興
〉

表
 
現
 
に

つ

〉
ω
ε
曾
。
暁
》
δ
⊆
ω
ぎ
ひ
q
ω

い

て

 
〈
興
V
表
現
は
中
国
古
典
詩
に
特
有
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
詩
経
』
に
始
ま
る
と
さ
れ
て

お
り
、
伝
統
的
か
つ
正
統
的
な
表
現
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
あ
る
詩
人
の
〈
興
〉
を
調
べ
る
こ
と

で
、
そ
の
詩
人
の
『
詩
経
』
に
つ
い
て
の
考
え
方
や
詩
の
伝
統
・
正
統
な
ど
に
つ
い
て
の
捉
え

方
の
一
端
を
掴
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

 
〈
興
〉
を
比
較
す
る
に
は
、
ま
ず
、
〈
興
〉
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
明
確
に
し
て
お
く
必

要
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
従
来
、
〈
興
〉
に
関
し
て
は
諸
説
が
あ
り
、
一
つ
に
定
ま
っ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
、
〈
興
〉
を
通
時
的
に
比
較
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
二
つ
の
や
り
方
が
考
え
ら
れ
る
わ
け

で
あ
る
。
一
つ
は
、
比
較
す
る
対
象
か
ら
諸
説
が
そ
れ
ぞ
れ
〈
興
〉
と
す
る
条
件
に
適
う
も
の

を
選
び
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
比
較
検
討
す
る
や
り
方
で
あ
る
。
横
山
伊
勢
雄

氏
の
「
李
賀
小
論
-
比
興
の
手
法
を
中
心
と
し
て
」
」
は
そ
の
や
り
方
で
「
離
騒
」
の
く
興
〉

と
李
賀
の
〈
興
〉
を
比
較
し
て
い
る
。
横
山
氏
は
初
め
に
、
次
の
よ
う
に
〈
興
〉
を
三
つ
の
要

素
に
分
類
し
て
い
る
。
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事
物
を
詠
じ
、
そ
の
連
想
に
よ
り
主
題
を
引
き
起
こ
す
働
き
を
す
る
も
の
。

表
面
は
あ
る
現
象
を
う
た
い
な
が
ら

働
き
を
す
る
も
の
。

言
外
の
余
情
を
豊
か
に
す
る
も
の
。

、
そ
の
表
面
に
調
刺
の
喩
言
を
こ
め
る
、
面
諭
の

 
そ
し
て
、
李
賀
と
「
離
騒
」
に
対
し
て
、
「
1
」
に
つ
い
て
は
ど
う
か
、
「
2
」
「
3
」
に
つ
い

て
は
、
と
い
う
具
合
に
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
を
吟
味
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
や
り
方
は
精
緻

な
や
り
方
と
言
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
三
つ
の
要
素
は
本
来
一
つ
の
〈
興
〉
が
持
ち
う
る
も
の

な
の
で
、
別
々
に
扱
っ
た
ま
ま
で
は
、
不
都
合
な
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

薄

井

信

治

ω
一
且
一
d
ω
d
H

 
も
う
一
つ
は
、
〈
興
〉
の
モ
デ
ル
を
造
っ
て
お
い
て
、
諸
説
の
う
ち
そ
れ
に
合
わ
な
い
も
の
は

例
外
と
し
て
考
慮
し
て
お
く
と
い
う
や
り
方
で
あ
る
。
〈
興
〉
で
な
い
も
の
を
比
較
す
る
の
は
意

味
が
な
い
が
、
ほ
ん
の
少
し
違
う
か
ら
と
い
っ
て
排
除
し
て
し
ま
う
ば
か
り
で
は
通
時
的
に
比

較
し
よ
う
が
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
も
モ
デ
ル
は
な
る
べ
く
単
純
な
も
の
が
い
い
だ

ろ
う
。

 
〈
興
〉
は
「
詩
経
』
に
始
ま
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
『
詩
経
』
の
く
興
〉
か
ら
モ
デ
ル
を
造
る

の
が
当
然
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
漢
の
毛
亨
の
毛
伝
が
〈
興
〉
を
指
摘
し
た
「
興
也
」
と
い
う
注

を
調
べ
て
み
る
。
す
る
と
、
大
部
分
が
第
二
句
末
に
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
鵬

畑
中
孤
例
が
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
他
と
し
て
は
、
第
一
句
末
3
例
、
第
三
句
末
7
例
、
第
四
句

末
3
例
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
「
興
也
」
は
「
東
鄭
」
(
秦
風
)
、
「
南
有
嘉
魚
」
(
小
華
南
有
嘉

富
貴
什
)
の
二
つ
を
除
い
た
す
べ
て
の
も
の
が
第
一
章
(
第
一
ス
タ
ン
ザ
)
に
置
か
れ
て
い
る
。

第
二
章
(
第
ニ
ス
タ
ン
ザ
)
以
下
に
〈
興
〉
が
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
繰
り
返
し
(
リ
フ

レ
イ
ン
)
に
な
る
の
で
注
が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
東
郷
」
は
第
二
章
の
、
「
南
有
嘉

魚
」
は
第
三
章
の
第
二
句
末
に
「
興
也
」
が
つ
い
て
い
る
。

 
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
〈
興
〉
は
、

ω
 
一
首
(
ま
た
は
各
章
)
の
冒
頭
部
に
あ
る
。

伽
 
一
語
で
は
な
く
二
句
程
度
の
意
味
の
ま
と
ま
り
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
ω
の
例
外
と
し
て
は
、
章
の
終
わ
り
に
「
興
也
」
が
っ
く
も
の
が
挙

げ
ら
れ
る
。
「
行
露
」
(
刀
口
話
)
、
「
采
葛
」
(
室
温
)
が
そ
れ
で
あ
る
。
第
一
章
全
部
が
〈
興
〉
で

あ
り
、
章
の
冒
頭
部
に
な
ら
な
い
が
、
一
首
全
体
か
ら
す
れ
ば
条
件
に
適
っ
て
い
る
。
⑳
で
コ
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語
で
な
」
い
こ
と
を
言
う
の
は
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
隠
喩
と
調
喩
と
を
区
別
す
る
た
め
で
あ

る
。 

〈
興
〉
が
主
題
を
引
き
起
こ
す
働
き
を
持
つ
と
い
う
説
が
今
日
で
は
最
も
有
力
で
あ
る
。
「
〈
興
〉

は
比
喩
に
よ
る
起
こ
し
で
あ
る
」
と
い
う
定
義
は
妥
当
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
「
引
き
起
こ
す
」

よ
う
に
見
え
る
の
は
く
興
〉
が
必
ず
冒
頭
部
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
首
が
統
合
性
を
持
っ
て

い
れ
ば
、
単
軸
は
な
ん
ら
か
の
意
味
で
主
題
と
か
か
わ
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
ど
の
句
も
主

題
を
引
き
起
こ
す
と
言
え
な
い
こ
と
も
な
い
。
〈
興
〉
が
「
引
き
起
こ
す
」
働
き
を
持
つ
の
は
、

特
に
冒
頭
部
に
あ
る
こ
と
と
比
喩
の
在
り
方
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

 
〈
興
〉
に
用
い
ら
れ
て
い
る
比
喩
は
い
わ
ゆ
る
隠
喩
で
あ
る
。
二
句
に
わ
た
る
も
の
が
多
い
の

で
調
喩
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
調
喩
は
後
で
取
り
上
げ
る
調
諭
と
は
別
の
も
の
で

あ
り
、
現
在
の
修
辞
学
で
言
う
「
隠
喩
を
連
続
さ
せ
た
も
の
」
の
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
ア

レ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
で
あ
れ
ば
〈
興
〉
で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
よ
う
だ
。
例
え

ば
「
茉
菖
」
(
周
南
)
、
「
碩
鼠
」
(
魏
風
)
は
全
篇
隠
喩
が
連
続
し
て
い
る
ア
レ
ゴ
リ
ー
で
あ
る

が
、
毛
伝
に
「
興
也
」
は
な
い
。
注
が
脱
落
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
全
篇
ア
レ
ゴ
リ
ー
で

あ
る
も
の
は
く
興
〉
で
は
な
い
、
と
考
え
た
方
が
い
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
草
や
鼠
の
隠
喩
が

各
章
の
冒
頭
部
だ
け
に
限
ら
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
く
興
〉
と
言
え
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、

「
鶏
鳴
」
(
島
風
)
で
は
章
全
体
が
ア
レ
ゴ
リ
ー
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
も
「
興
言
」
は
な

い
。
そ
こ
で
、
〈
興
〉
は
、

(3) (2)'

一
語
で
は
な
く
二
句
程
度
の
隠
喩
の
ま
と
ま
り
で
あ
る
。

隠
喩
の
連
続
(
誠
喩
)
は
冒
頭
部
だ
け
で
、
全
篇
に
及
ば
な
い
。

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
②
の
例
外
と
し
て
は
「
興
也
」
が
注
し
て
あ
っ
て
も
隠
喩
と
は
見
な

せ
な
い
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
「
北
門
」
(
郡
風
)
を
見
て
み
よ
う
。

 
 
北
門
(
第
一
章
の
み
)

出
自
北
門
。
憂
心
段
股
。
〔
興
也
〕
終
窒
且
貧
。
莫
知
我
銀
。

何
哉
。

巳
焉
哉
。
天
實
為
之
。
謂
之

「
興
也
」
の
後
に
は
「
憂
心
」
が
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
隠
喩
で
は
な
い
。

第
一
句
だ
け
を
〈
興
〉
だ
と
考
え
れ
ば
、
「
出
自
北
門
」
が
「
憂
心
」
の
隠
喩
と
い
う
こ
と
に
な

る
が
、
少
し
無
理
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

 
偶
の
例
外
と
し
て
は
、
全
篇
ア
レ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
「
鵬
鴇
」
(
幽
風
)
、
章
全
体
が
ア
レ
ゴ
リ
ー

に
な
っ
て
い
る
「
采
葛
」
(
王
風
)
が
挙
げ
ら
れ
る
。

 
ま
た
、
②
圖
は
隠
喩
の
連
続
し
て
い
る
部
分
だ
け
を
〈
興
〉
と
認
め
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、

そ
こ
か
ら
逆
に
「
興
也
」
の
位
置
を
改
め
る
べ
き
も
の
が
出
て
く
る
。
例
え
ば
「
終
章
」
(
見
風
)
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
伐
木
」
(
小
雅
鹿
鳴
之
什
)
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。
注
が
つ
い
て
い
る
箇
所
を
〔
興
也
〕
と
し
、

移
す
べ
き
位
置
を
〔
 
〕
で
示
す
。

 
 
野
風
(
第
一
章
の
み
)

終
風
且
暴
。
〔
 
〕
顧
我
霜
取
。

 
 
伐
木
(
第
一
章
の
み
)

伐
木
丁
丁
。
鳥
鳴
嘆
哩
。
〔
立
面
〕

相
彼
鳥
 
。
猶
会
友
聲
。
〔
 
〕

〔
興
也
〕
誰
忍
笑
赦
。
中
心
是
悼
。

出
自
幽
谷
。
遷
干
喬
木
。
嘩
其
鳴
 
。
求
其
友
鳥
。

矧
伊
人
 
。
不
求
友
生
。
神
之
聴
之
。
終
和
豊
平
。

 
〈
興
〉
は
隠
喩
が
全
篇
に
連
続
し
な
い
た
め
に
、
〈
興
〉
の
部
分
だ
け
が
際
立
っ
て
く
る
。
そ

し
て
比
喩
は
象
徴
表
現
に
近
い
も
の
と
な
り
や
す
く
、
隠
喩
の
描
写
す
る
も
の
が
実
景
で
な
く

な
る
場
合
が
多
く
な
る
。
〈
興
〉
が
象
徴
性
を
有
す
る
の
は
こ
う
い
う
理
由
か
ら
だ
が
、
象
徴
表

現
で
あ
れ
ば
〈
興
〉
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
そ
の
判
別
に
も
条
件
ω
②

㈹
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
例
え
ば
、
「
魚
」
は
『
詩
経
』
に
お
い
て
、
多
産
・
豊
作
・
豊
饒
性
・
女
性
な
ど
を
象
徴
す
る

と
こ
ろ
が
多
い
。
そ
の
よ
う
な
象
徴
機
能
を
持
つ
「
魚
」
を
含
む
句
が
、
常
に
〈
興
〉
と
見
な

す
べ
き
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
敏
筍
(
斉
風
)

 
 
散
筍
在
梁
。
其
魚
筋
螺
。
〔
興
也
〕
齋
子
蹄
止
。
其
從
如
雲
。

 
 
散
筍
在
梁
。
其
魚
紡
螺
。
齋
子
蹄
止
。
其
從
如
雨
。

 
 
敏
詮
議
梁
。
其
魚
唯
唯
。
齋
子
論
理
。
其
從
如
水
。

「
筍
」
「
梁
」
「
魚
」
は
女
性
の
象
徴
と
な
っ
て
い
る
。
隠
喩
は
各
章
初
め
の
二
旬
だ
け
な
の
で
、

〈
興
〉
で
あ
る
。

衡
門
(
陳
風
)
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ていつに表現〈興〉3

衡
門
之
下
。
可
以
子
午
。

山
豆
其
食
魚
。
必
河
之
紡
。

宣
其
食
魚
。
必
河
之
鯉
。

泌
之
洋
洋
。
可
以
楽
飢
。

宣
其
取
妻
。
必
齊
…
之
姜
。

量
其
取
妻
。
必
宋
之
子
。

 
第
一
章
の
「
飢
」
か
ら
「
魚
」
が
導
か
れ
て
い
る
。
魚
は
女
性
の
象
徴
で
あ
り
、
「
食
魚
」
は

「
取
妻
」
の
隠
喩
と
な
っ
て
い
る
。
「
興
也
」
は
な
い
が
、
第
二
・
三
章
は
〈
興
〉
と
見
な
す
こ

と
が
で
き
る
。

 
 
魚
鋤
(
小
雅
鹿
鳴
之
什
)

魚
鋤
干
四
留
。
鰭
窯
。
君
子
有
酒
。
旨
且
多
。

魚
麗
干
署
。
紡
鐙
。
君
子
有
酒
。
多
且
旨
。

魚
麗
干
一
泡
。
纒
鯉
。
君
子
有
酒
。
旨
且
有
。

三
重
多
 
。
維
其
嘉
 
。
物
其
旨
契
。
維
其
楷
 
。
物
其
有
 
。
維
其
時
 
。

「画

ｯ
に
か
か
る
魚
」
は
賓
客
を
意
味
す
る
が
、
「
鰭
」
「
窯
」
「
紡
」

盛
大
さ
、
豊
饒
性
を
象
徴
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

と
す
れ
ば
条
件
㈲
に
合
わ
ず
、
〈
興
〉
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

 
 
魚
藻
(
小
雅
魚
藻
之
什
)

魚
在
在
藻
。
有
碩
其
首
。
王
在
在
鏑
。

魚
在
在
藻
。
有
華
其
尾
。
王
在
在
鏑
。

魚
在
在
藻
。
依
干
其
蒲
。
王
在
在
鏑
。

山
豆
樂
飲
酒
。

飲
酒
諸
山
豆
。

有
那
気
組
。

「
燈
」
「
鰻
」
「
鯉
」
は
宴
会
の

一
章
全
体
が
宴
会
の
描
写
だ

こ
の
魚
も
宴
会
の
盛
大
さ
を
表
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
や
は
り
各
章
全
体
が
宴
会
を
写
し
て
い

る
の
で
、
〈
興
〉
で
は
な
か
ろ
う
。

 
比
喩
の
在
り
方
の
も
う
一
つ
の
特
色
と
し
て
素
材
の
こ
と
が
あ
る
。
〈
興
〉
の
隠
喩
に
用
い
ら

れ
る
も
の
を
分
類
す
る
と
、
植
物
が
4
5
％
以
上
を
占
め
、
次
の
鳥
類
が
1
6
％
あ
ま
り
と
な
っ
て

い
る
。
風
や
露
な
ど
の
気
象
も
自
然
物
に
含
め
る
と
、
自
然
物
で
は
な
い
も
の
は
1
0
％
程
度
で

あ
り
、
そ
れ
ら
は
衣
装
や
道
具
な
ど
の
身
の
周
り
の
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

ω
 
隠
喩
に
は
身
の
周
り
の
自
然
物
が
用
い
ら
れ
る
。

と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
植
物
が
種
類
も
数
も
多
い
の
は
、
そ
れ
だ
け
『
詩
経
』
の
古
代
人
に

身
近
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

 
次
に
、
古
来
行
わ
れ
て
き
た
「
〈
興
〉
は
調
合
で
あ
る
」
と
い
う
説
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
誠

諭
と
は
「
隠
喩
を
用
い
た
調
刺
」
の
こ
と
で
あ
る
。
前
述
し
た
横
山
氏
の
分
類
で
は
2
の
「
表

面
は
あ
る
現
象
を
う
た
い
な
が
ら
、
そ
の
裏
面
に
調
刺
の
適
適
を
こ
め
る
、
認
諭
の
働
き
を
す

る
も
の
」
で
あ
る
。
こ
の
説
は
梁
の
劉
鋸
の
『
文
心
雛
龍
』
以
降
強
く
な
っ
た
も
の
だ
が
、
も

と
も
と
『
毛
詩
』
の
詩
序
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
で
は
あ
ま
り
支
持
さ
れ
て
い

な
い
。
特
に
、
国
風
で
の
く
興
〉
を
課
諭
と
と
る
論
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
そ
れ
は
国
風
の

諸
篇
に
は
課
刺
の
対
象
と
な
る
固
有
名
詞
や
固
有
の
場
面
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
〈
興
〉
以
外
の
部

分
か
ら
全
く
調
刺
の
意
が
読
み
取
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
〈
興
〉
を
調

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ

諭
と
す
る
の
は
毛
序
に
「
刺
」
し
る
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
毛
序
は
、
あ
る
政
治
的
主
張
を
詩

の
序
と
い
う
体
裁
を
と
っ
て
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
詩
の
原
義
と
は
ほ
と
ん
ど
無
関
係
に
成
立

し
た
も
の
と
、
今
日
で
は
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
古
来
こ
の
毛
序
に
よ
っ
て
『
詩
経
』
を

読
ん
で
き
た
の
で
あ
り
、
詩
に
お
い
て
調
諭
を
重
視
し
た
論
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
〈
興
〉
は
隠

喩
の
連
続
で
あ
り
、
象
徴
性
が
高
い
も
の
な
の
で
、
三
絶
の
意
図
を
押
し
つ
け
よ
う
と
す
れ
ば

で
き
な
い
も
の
で
も
な
い
。
毛
序
は
詩
全
体
を
い
う
の
だ
が
、
他
の
部
分
に
そ
れ
ら
し
い
こ
と

が
な
け
れ
ば
、
〈
興
〉
に
そ
の
役
割
が
押
し
つ
け
ら
れ
る
の
は
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
。
劉
魏

も
「
何
を
興
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
わ
か
り
に
く
い
の
で
、
後
人
の
注
を
ま
っ
て
意
味
が
は
っ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

き
り
す
る
の
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
言
い
換
え
れ
ば
、
〈
興
〉
は
毛
序
と
後
人
の
注
が
な

け
れ
ば
颯
諭
と
解
釈
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
。

 
た
だ
し
、
小
雅
に
は
調
諭
と
解
す
べ
き
〈
興
〉
が
多
い
。
そ
れ
は
国
風
と
違
っ
て
、
墨
刺
の

対
象
が
詩
中
に
明
ら
か
で
、
詩
全
体
を
調
刺
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

 
こ
の
よ
う
に
、
〈
興
〉
が
調
刺
の
機
能
を
持
つ
か
ど
う
か
は
く
興
〉
自
体
に
よ
る
と
い
う
よ
り

も
く
興
〉
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
後
の
句
や
主
題
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
。
つ
ま
り
、
課
諭
で
あ
る
か
ど
う
か
は
く
興
〉
を
判
別
す
る
条
件
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い

の
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
劉
龍
の
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
唐
箱
の
詩
人
は
〈
興
〉
に
強
く
課
諭
を
見
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
だ
か
ら
課
諭
で
あ
る
か
ど
う
か
は
く
興
〉
を
比
較
す
る
上
で
重
要
な
要
素

で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

 
今
ま
で
述
べ
た
こ
と
を
整
理
す
る
と
、

詩
に
お
い
て
、
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(4) (3) (2) (1)

一
首
(
ま
た
は
各
章
)
の
冒
頭
部
に
あ
る
。

一
語
で
な
く
二
句
程
度
の
隠
喩
の
ま
と
ま
り
で
あ
る
。

隠
喩
の
連
続
(
課
喩
)
は
冒
頭
部
に
限
ら
れ
、
全
篇
に
及
ば
な
い
。

隠
喩
に
は
身
の
周
り
の
自
然
物
が
用
い
ら
れ
る
。

と
い
う
条
件
に
適
え
ば
、
そ
れ
は
く
興
〉
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
、
「
〈
興
〉

は
実
景
で
な
い
こ
と
が
多
い
」
「
〈
興
〉
は
象
徴
性
を
持
ち
や
す
い
」
「
〈
興
〉
は
調
刺
の
働
き
を

す
る
こ
と
が
あ
る
」
な
ど
を
付
け
加
え
て
も
構
わ
な
い
だ
ろ
う
。

 
さ
て
、
こ
れ
ら
の
条
件
を
念
頭
に
『
詩
経
』
を
検
討
す
る
と
、
「
興
也
」
は
つ
い
て
い
な
く
て

も
、
〈
興
〉
と
見
な
す
べ
き
も
の
が
多
く
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
す
で
に
「
衡
門
」
(
陳
風
)

を
取
り
上
げ
た
。
そ
の
他
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
例
え
ば
「
揚
之
水
」
と
い
う
同
じ
モ
チ
ー
フ
を

用
い
た
三
首
の
詩
の
う
ち
、
「
繋
船
」
の
あ
る
も
の
と
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
第
一
章
を

引
く
。

 
 
揚
之
水
(
王
風
)

揚
之
水
。
不
流
束
薪
。

〔
興
也
〕
彼
其
之
子
。
不
與
我
戌
申
。
懐
哉
懐
哉
。
禺
月
予
還
蹄
哉
。

 
 
揚
之
水
(
鄭
風
)

揚
之
水
。
不
流
束
楚
。
終
鮮
兄
弟
。

 
 
揚
之
水
(
唐
風
)

揚
之
水
。
白
石
墾
墾
。

維
予
與
女
。
無
信
人
之
言
。
人
實
辻
女
。

〔
興
也
〕
素
衣
朱
爆
。
從
子
干
沃
。
既
見
君
子
。
云
何
不
樂
。

 
こ
の
三
つ
を
比
べ
れ
ば
㍉
い
ず
れ
も
く
興
〉
と
見
な
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

 
こ
の
よ
う
な
問
題
は
未
解
決
の
ま
ま
だ
が
、
通
時
的
に
〈
興
〉
を
比
較
す
る
た
め
の
判
別
条

件
と
し
て
は
十
分
活
用
で
き
る
と
思
っ
て
い
る
。

文
は
戸
田
浩
暁
『
文
心
雛
龍
 
下
』
(
明
治
書
院
)
に
よ
る
。

 
(
参
考
文
献
)

『
十
三
経
注
疏
2
詩
経
』
(
藝
文
印
書
館
)

高
田
真
治
『
詩
経
(
上
下
)
』
(
集
英
社
)

加
納
喜
光
『
詩
経
(
上
下
)
』
(
学
習
研
究
社
)

目
加
田
誠
『
詩
経
研
究
』
(
龍
漢
書
舎
)

家
井
 
真
「
『
詩
経
』
に
於
け
る
魚
の
「
興
」
詞
と
そ
の
展
開
に
つ
い
て
」
(
「
日
本
中
国
学
会

 
報
」
第
二
十
七
段
目

周
密
護
「
中
国
古
代
詩
歌
的
比
興
和
想
像
」
(
「
中
国
文
学
報
」
3
6
)

藪
敏
裕
「
『
毛
序
』
成
立
考
」
(
「
日
本
中
国
学
会
報
」
第
四
十
集
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
平
成
元
年
九
月
二
十
五
日
受
理
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
宇
部
工
業
高
等
専
門
学
校
国
語
教
室
V
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(
注
)「

中
国
文
学
研
究
」
2
(
中
国
文
学
の
会
)

そ
の
他
と
し
て
は
、
「
東
方
之
日
」
(
斉
風
)
、
「
綱
謬
」
(
唐
風
)
、
「
鶴
鳴
」
(
小
雅
鴻
雁

之
什
)
、
「
縣
」
(
大
雅
文
王
之
什
)
、
「
振
鷺
」
(
周
頒
臣
工
之
什
)
。

『
文
心
雛
龍
』
「
比
興
第
三
十
六
」
に
「
明
而
未
融
。
故
磯
注
而
後
見
也
。
」
と
あ
る
。
訳


