
旧
中
国
で
は
歴
代
、
お
お
く
の
文
人
が
書
翰
文
を
か
き
の
こ
し
て
い
る
。
後
世
、
そ
れ
ら
を
ま
と
め
て
、
○
○
書
翰
集
と
し
て
刊

行
す
る
こ
と
も
、
す
く
な
く
な
か
っ
た
。
は
や
い
例
で
は
魏
の
応
�
が
、『

書
林』

と
い
う
名
書
翰
を
あ
つ
め
た
集
を
編
纂
し
て
い

た
ら
し
い

(

注
２
の
斯
波
論
文
を
参
照)
。
こ
の
種
の
書
翰
集
は
、
手
紙
を
か
く
さ
い
の
手
本
に
な
る
し
、[

文
辞
が
と
く
に
す
ぐ
れ

る
場
合
は]

文
学
作
品
と
し
て
鑑
賞
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
、
な
か
な
か
有
用
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

で
は
、
現
代
の
文
学
研
究
の
立
場
か
ら
み
る
と
、
書
翰
文
は
ど
ん
な
価
値
を
有
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
す
る
と
、
ほ
ぼ
通
常
の
文
学

作
品
と
お
な
じ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
が
、
ひ
と
つ
だ
け
、
他
の
文
学
作
品
が
有
さ
ぬ
独
特
の
価
値
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
な
に
か
。

こ
こ
で
は
私
が
説
明
す
る
か
わ
り
に
、
近
代
の
魯
迅
の
こ
と
ば
を
き
こ
う
。
魯
迅
は
、
友
人
の
孔
�
境
が

『

当
代
文
人
尺
牘
鈔』

と

い
う
書
翰
集
を
編
纂
し
た
と
き
、
序
文
を
よ
せ
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
た
。

衣
冠
束
帯
の
時
に
く
ら
べ
れ
ば
、
こ
れ

(

文
人
た
ち
の
書
翰

福
井
注)

は
確
か
に
真
実
に
よ
り
近
い
。
だ
か
ら
作
家
の

日
記
や
尺
牘
か
ら
、
し
ば
し
ば
、
そ
の
作
品
を
読
む
よ
り
も
ず
っ
と
明
晰
な
意
見
が
得
ら
れ
る
し
、
作
家
自
身
の
簡
潔
な
注
釈
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で
も
あ
る
。(『

且
介
亭
雑
文
二
集』

学
習
研
究
社

『

全
集』

第
八
巻)

魯
迅
に
よ
れ
ば
、｢

衣
冠
束
帯｣

(

公
的
な
立
場
で
つ
づ
る
こ
と
を
、
こ
う
た
と
え
た)

ふ
う
の
文
章
に
く
ら
べ
る
と
、
書
翰
の
文

は

｢
真
実
に
よ
り
近
い｣

も
の
で
あ
り
、｢

そ
の
作
品
を
読
む
よ
り
も
ず
っ
と
明
晰
な
意
見
が
得
ら
れ
る｣

も
の
だ
と
い
う
。
た
し

か
に

｢
衣
冠
束
帯｣

の
文
、
た
と
え
ば
奏
議
や
論
説
の
類
は
公
式
的
な
見
解
に
か
た
む
き
が
ち
だ
し
、
賦
頌
や
碑
誄
の
文
は
虚
構
や

誇
張
の
発
言
を
ふ
く
み
や
す
い
。
そ
れ
に
く
ら
べ
る
と
、
書
翰
の
文
は
事
実
を
率
直
に
つ
づ
っ
て
い
そ
う
だ
。
そ
れ
ゆ
え
書
翰
を
よ

む
と
、
そ
の
ひ
と
の
真
情
や
本
音
を
し
る
こ
と
が
で
き
、
つ
ま
り

｢

作
家
自
身
の
簡
潔
な
注
釈｣

に
な
り
や
す
い
の
だ
ろ
う
。

じ
っ
さ
い
、
現
代
の
我
わ
れ
は
、
詩
や
賦
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
事
実
だ
と
は
み
な
さ
な
い
が
、
書
翰
の
文
と
な
る
と
、
そ
の
記
述

は
真
情
や
事
実
を
か
た
っ
た
も
の
だ
と
か
ん
が
え
が
ち
だ
。
そ
の
た
め
だ
ろ
う
、
い
ま
で
も
書
簡
の
文
は
、
そ
の
ひ
と
の
生
涯
や
人

と
な
り
を
調
査
す
る
さ
い
、
し
ば
し
ば
利
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た

｢

真
実
に
よ
り
近
い｣

も
の
で
あ
り
、
ま
た

｢

作
家
自
身
の

簡
潔
な
注
釈｣

に
な
り
や
す
い
と
こ
ろ
、
す
こ
し
慎
重
を
期
し
て
い
え
ば
、
す
く
な
く
と
も
そ
う
み
ら
れ
や
す
い
性
格
、
そ
れ
が
書

翰
ジ
ャ
ン
ル
の
、
他
の
文
学
作
品
が
有
さ
ぬ
独
特
の
価
値
だ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

で
は
書
翰
文
の
内
容
は
、
ほ
ん
と
う
に

｢

真
実
に
よ
り
近
い｣

も
の
で
あ
り
、｢

作
家
自
身
の
簡
潔
な
注
釈｣

に
な
り
え
る
の
だ

ろ
う
か
。
い
い
か
え
れ
ば
、
旧
時
の
文
人
た
ち
は
書
翰
文
を
か
く
と
き
、
つ
ね
に
真
実
を
叙
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、

私
が
専
攻
す
る
六
朝
期
の
文
学
で
は
、
お
お
く
の
美
文
で
つ
づ
ら
れ
た
書
翰
文
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
美
文
書
翰
は
、
真

に
真
情
や
事
実
を
叙
し
た
も
の
で
あ
り
、
作
家
自
身
の
簡
潔
な
注
釈
と
な
り
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
に
回
答
す
る
に
は
、
そ
も
そ
も
書
翰
文
と
は
ど
ん
な
文
章
で
、
ど
ん
な
ジ
ャ
ン
ル
な
の
か
を
、
よ
く
認
識
し
て
お
か
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
書
翰
ジ
ャ
ン
ル
の
性
質
、
文
章
の
特
徴
、
六
朝
に
い
た
る
ま
で
の
歴
史
、
六
朝
書
翰

の
お
お
ざ
っ
ぱ
な
傾
向

(

虚
構
を
ふ
く
む
か
ふ
く
ま
な
い
か)

な
ど
に
つ
い
て
、
ざ
っ
と
み
わ
た
し
て
み
よ
う
。
そ
し
て
そ
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の
う
え
で
、
六
朝
書
翰
の
内
容
は
、
真
に
信
用
に
た
る
も
の
で
、
作
家
の
簡
潔
な
注
釈
に
な
り
え
る
の
か
。
も
し
虚
構
が
ま
じ
っ
て

い
る
と
す
れ
ば
、
我
わ
れ
は
ど
う
対
処
す
れ
ば
よ
い
の
か
等
の
問
題
に
つ
い
て
、
私
な
り
の
回
答
を
し
め
し
て
み
た
い
と
お
も
う
。

一

書
翰
の
ジ
ャ
ン
ル

こ
の
書
翰
の
文
、
六
朝
の
こ
ろ
は
ど
の
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
性
質
を
有
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
六
朝
に
お
け
る
書
翰
ジ
ャ
ン
ル
の
位
置
づ
け
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
書
翰
の
文
章
は
、
つ
と
に
曹
丕
の

｢

典
論｣

論
文
が

文
学
ジ
ャ
ン
ル
の
ひ
と
つ
に
認
定
し
、

奏
議
宜
雅
、
書�

論
宜
理
。

奏
と
議
の
ジ
ャ
ン
ル
は
典
雅
で
あ
る
べ
き
で
、
書
と
論
の
ジ
ャ
ン
ル
は
論
理
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
か
た
っ
て
い
た
。
ま
た
六
朝
中
期
の
劉
�
の

『

文
心
雕
龍』

定
勢
篇
で
も
、

符
檄
書�

移
、
則
楷
式
明
断
。

符
や
檄
、
書
、
移
な
ど
の
ジ
ャ
ン
ル
は
、
明
瞭
に
し
て
断
定
的
な
叙
法
を
範
式
と
せ
ね
ば
な
ち
な
い
。

と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
書
翰
の
ジ
ャ
ン
ル
は
漢
末
魏
初
か
ら
六
朝
に
か
け
て
、
ず
っ
と
文
学
の
一
部
門
だ
と
み
と
め
ら

れ
て
い
た
よ
う
だ
。
さ
ら
に
劉
�
は
、
彼
の

『

雕
龍』

に
書
翰
文
専
用
の

｢

書
記｣

と
い
う
篇
を
た
て
、
書
翰
文
の
源
流
や
創
作
要

領
、
歴
代
の
名
篇
な
ど
に
つ
い
て
、
詳
細
か
つ
系
統
的
に
解
説
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
言
及
は
、
当
時
、
書
翰
が
重
要
な

文
学
ジ
ャ
ン
ル
と
さ
れ
、
す
く
な
く
な
い
作
が
か
か
れ
て
い
た
こ
と
を
も
の
が
た
っ
て
い
よ
う
。
じ
っ
さ
い

『

文
選』

を
ひ
も
と
い

て
み
る
と
、
巻
三
十
九
か
ら
巻
四
十
三
に
か
け
て
、｢

啓｣

三
篇
、｢

牋｣

九
篇
、｢

書｣

二
十
二
篇
の
書
翰
文
が
採
録
さ
れ
て
い
る
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(

奏
記
や
移
文
は
の
ぞ
い
た)

。
こ
れ
ら
を
合
計
し
た
三
十
四
篇
と
い
う
採
録
数
は
、
詩
賦
を
の
ぞ
け
ば
、
ほ
か
の
ジ
ャ
ン
ル
を
圧
し

て
も
っ
と
も
お
お
い
分
量
と
な
る

(

２)

。

だ
が
、
そ
う
し
た
採
録
数
の
お
お
さ
は
、
文
学
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
重
要
度
を
し
め
す
も
の
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
書
翰
は
実
用
的

文
章
だ
っ
た
の
で
、
か
か
れ
る
機
会
が
お
お
か
っ
た
。
だ
か
ら
採
録
数
が
お
お
く
な
っ
た
に
す
ぎ
な
い

と
い
え
な
く
も
な
い

か
ら
だ
。
じ
っ
さ
い

『

文
心
雕
龍』

の
書
記
篇
は
、
各
ジ
ャ
ン
ル
の
最
後
尾
に
位
置
し
て
お
り
、
し
か
も
書
翰
の
文
は
、
他
の
同
種

の
実
用
文

(

譜
、
籍
、
簿
、
録
な
ど)

と
一
括
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
末
端
の
、
そ
の
他
大
勢
の
あ
つ
か
い
な
の
だ
。
旧

中
国
で
は
、
同
類
の
も
の
を
列
挙
す
る
ば
あ
い
、
い
っ
ぱ
ん
に
そ
の
順
序
に
よ
っ
て
価
値
判
断
を
暗
示
す
る
。
す
る
と
、
こ
う
し
た

配
列
の
し
か
た
に
よ
っ
て
、
書
翰
文
の
相
対
的
に
ひ
く
い
位
置
づ
け
が
想
像
で
き
よ
う
。

こ
れ
は
、
書
翰
の
文
章
が
、
詔
勅
文
や
上
奏
文
の
ご
と
き
政
治
性
が
こ
い
文
書
と
こ
と
な
っ
て
、
私
的
な
内
容
に
か
た
む
き
や
す

か
っ
た
か
ら
だ
と
お
も
わ
れ
る
。
中
国
で
は
伝
統
的
に
、
文
学
で
も
政
治
性
を
重
視
し
た
。
す
る
と
私
的
な
内
容
が
お
お
い
書
翰
文

は
、
上
奏
文
な
ど
と
く
ら
べ
る
と
、
か
る
い
文
学
ジ
ャ
ン
ル
だ
と
意
識
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
書
翰
ジ
ャ
ン
ル
の

私
的
さ
や
か
る
さ
、
こ
れ
が
プ
ラ
ス
に
は
た
ら
く
と
量
的
な
優
勢
さ
に
つ
な
が
り
、
マ
イ
ナ
ス
に
は
た
ら
く
と
内
容
面
で
の
軽
視
に

な
っ
て
い
っ
た
の
だ
と
お
も
わ
れ
る
。

つ
づ
い
て
、
書
翰
の
内
容
上
の
特
徴
を
か
ん
が
え
て
み
よ
う
。
す
ぐ
気
づ
く
こ
と
は
、
そ
の
柔
軟
な
性
格
で
あ
る
。
書
翰
の
文
は
、

他
ジ
ャ
ン
ル
に
く
ら
べ
る
と
、
な
ん
で
も
、
ど
の
よ
う
に
も
か
け
る
と
い
う
柔
軟
さ
を
も
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
性
格
に
つ
い
て
は
、

『

文
心
雕
龍』

も
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
同
書
を
引
用
し
つ
つ
平
易
に
解
説
し
て
く
れ
た
、
�
斌
杰

『

中
国
古
代
文
体
概
論』

の
記
述
を
ひ
い
て
み
よ
う
。

書
翰
文
の
目
だ
つ
特
徴
は
、
た
か
い
実
用
性
と
内
容
の
幅
ひ
ろ
さ
で
あ
る
。
書
翰
は
個
人
相
互
間
に
お
け
る
交
際
の
道
具
で
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あ
り
、
実
用
的
価
値
が
き
わ
め
て
た
か
い
。
ま
た
そ
の
内
容
も
、
ほ
と
ん
ど
限
定
が
な
い
。
軍
国
の
重
要
案
件
、
学
術
的
議
論
、

人
物
批
評
、
自
薦
他
薦
、
つ
ら
い
境
遇
の
訴
え
、
さ
ら
に
は
日
常
で
の
思
い
な
ど
、
な
ん
で
も
書
翰
文
の
な
か
に
も
り
こ
め
る
。

書
翰
文
の
内
容
は
、
社
会
生
活
や
個
人
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
方
面
を
、
す
べ
て
つ
つ
み
こ
む
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

そ
れ
ゆ
え
、
書
翰
文
が
も
り
こ
め
ら
れ
る
内
容
は
、
全
ジ
ャ
ン
ル
中
も
っ
と
も
広
範
で
多
種
多
様
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
創
作

方
法
に
お
い
て
も
、
ひ
じ
ょ
う
に
柔
軟
性
に
と
ん
で
い
る
。
叙
事
も
で
き
る
し
、
説
理
も
可
能
だ
し
、
思
い
の
た
け
を
う
ち
あ

け
る
こ
と
も
オ
ー
ケ
ー
で
あ
る
。
な
が
い
の
も
よ
し
、
み
じ
か
い
の
も
よ
し
、
ま
っ
た
く
作
者
の
お
も
う
ま
ま
で
あ
る
。『

文

心
雕
龍』

書
記
篇
で
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。｢

詳
つ
ま
び
ら
か
に
書
の
体
を
総す

ぶ
る
に
、
本
よ
り
言
を
尽
く
す
に
在
り
。
言
い
て

以
て
鬱
陶
を
散
じ
、
風
采
を
託
す
。
故
に
宜
し
く
条
暢
に
し
て
以
て
気
に
任ま

か

せ
、
優
柔
し
て
以
て
懐
お
も
い
を
懌
よ
ろ
こ
ば
す
べ
し
。
文
明
ら

か
に
し
て
従
容
な
れ
ば
、
亦
た
心
声
の
献
酬
な
ら
ん｣

。
書
翰
文
の
基
本
は

｢

言
を
尽
く
す｣

こ
と
に
あ
る
。
自�

分�

の�

い�

い�

た�

い�

こ�

と�

を�

存�

分�

に�

は�

き�

だ�

す�

。
つ
ま
り
こ
と
ば
を
も
ち
い
て
、
内
心
の
鬱
屈
を
つ
づ
り
、
自
分
の
風
格
や
文
采
を
明
示
す
る
の

だ
。
す
る
と
、
書
翰
文
を
つ
づ
る
条
件
と
し
て
は
、
自
分
の
性
格
を
わ
か
り
や
す
く
表
現
し
、
お
ち
つ
い
て
情
感
や
心
情
を
叙

し
て
ゆ
く
こ
と
、
こ
れ
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
要
す
る
に
、
相
手
が
た
に
自
分
の｢

心
か
ら
の
声｣

を
、
は
っ

き
り
と
、
お
ち
つ
い
て
、
伝
達
し
た
り
応
答
し
た
り
す
る
こ
と
だ

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
劉
�
は
こ
の
書
記
篇
で
、
書

翰
の
性
質
や
創
作
要
領
を
明
瞭
に
解
説
し
て
く
れ
て
い
る
。(

拙
訳

『

中
国
の
文
章

ジ
ャ
ン
ル
に
よ
る
文
学
史』

一
三
七

頁

汲
古
書
院

二
〇
〇
四)

こ
こ
で
�
斌
杰
氏
も
強
調
さ
れ
る
が
、
書
翰
文
は
、｢

軍
国
の
重
要
案
件
、
学
術
的
議
論
、
人
物
批
評
、
自
薦
他
薦
、
つ
ら
い
境

遇
の
訴
え
、
さ
ら
に
は
日
常
で
の
思
い
な
ど
、
な
ん
で
も
書
翰
文
の
な
か
に
も
り
こ
め
る｣

し
、
ま
た

｢

叙
事
も
で
き
る
し
、
説
理

も
可
能
だ
し
、
思
い
の
た
け
を
う
ち
あ
け
る
こ
と
も
オ
ー
ケ
ー
で
あ
る
。
な
が
い
の
も
よ
し
、
み
じ
か
い
の
も
よ
し
、
ま
っ
た
く
作
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者
の
お
も
う
ま
ま｣

に
つ
づ
れ
る
と
い
う
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
も
う
ひ
と
つ
つ
け
く
わ
え
れ
ば
、
文
章
ス
タ
イ
ル
も
、
き
ち
ん
と

し
た
文
言
や
美
文
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
口
語
ま
じ
り
の
行
文
で
も
可
だ
と
い
う
柔
軟
性
を
有
し
て
い
る
。

お
か
げ
で
、
書
翰
文
は
他
ジ
ャ
ン
ル

(

賦
や
哀
誄
な
ど)

の
代
用
と
し
て
か
か
れ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
は
な
は
だ
重
宝
さ
れ
た
の

だ
っ
た

(
拙
稿

｢

六
朝
書
簡
文
小
考｣

〈『

中
国
文
章
論

六
朝
麗
指』

所
収〉

を
参
照)

。
書
翰
の
文
が
当
時
の
文
人
た
ち
に
こ
の

ま
れ
、
た
く
さ
ん
か
か
れ

[

し
た
が
っ
て
名
作
も
お
お
く
う
ま
れ]

た
の
は
、
そ
う
し
た
、
な
ん
で
も
、
ど
の
よ
う
に
も
か
け
る
と

い
う
、
柔
軟
な
性
格
を
有
し
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。

た
だ
書
翰
文
の
性
格
で
、
誤
解
し
て
な
ら
ぬ
の
は
、
右
の
�
氏
も
引
用
し
て
い
る
が
、
劉
�
の

｢

書
翰
文
の
基
本
は

〈

言
を
尽
く

す〉

こ
と
に
あ
る｣

(

原
文

｢
本
在
尽
言｣)

と
い
う
発
言
だ
。
こ
こ
の

｢

言
を
尽
く
す｣

の
真
意
は
よ
く
わ
か
ら
ぬ
が
、
�
斌
杰
氏

が
解
説
さ
れ
る
よ
う
に
、
表
面
上
は
｢

自
分
の
い
い
た
い
こ
と
を
存
分
に
は
き
だ
す｣

の
意
に
解
し
う
る
。
こ
の
発
言
は
、
じ
ゅ
う

ら
い
書
翰
ジ
ャ
ン
ル
の
本
質
を
つ
い
た
も
の
と
さ
れ
、
現
代
の
研
究
者
か
ら
も
、
書
翰
文
の
特
徴
を
説
明
す
る
さ
い
に
、
よ
く
引
き

あ
い
に
だ
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
右
で
引
用
し
た
魯
迅
の
発
言
、
す
な
わ
ち
、
書
簡
文
は

｢

真
実
に
よ
り
近
い｣

も
の
で
あ
り
、

｢

作
家
自
身
の
簡
潔
な
注
釈｣

に
な
り
え
る
と
い
う
特
徴
と
も
、
ふ
か
く
か
か
わ
っ
て
く
る
も
の
だ
ろ
う
。

だ
が
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
劉
�
の
発
言
は
、
六
朝
の
美
文
書
翰
に
は
適
切
と
は
い
い
に
く
い
よ
う
だ
。
こ
の

｢

言
を
尽
く
す｣

と
い
う
特
徴
、
書
翰
文
一
般
に
は
通
用
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
す
く
な
く
と
も
六
朝
の

[

美
文
に
よ
る]

書
翰
文
を
つ
づ
る
さ
い

に
は
、
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
は
、
当
時
の
書
ジ
ャ
ン
ル
の
開
放
的
な
性
格
と
関
係
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

｢

言
を
尽
く
す｣

書
翰
文
で
あ
れ
ば
、
し
ば
し
ば
個
人
の
秘
奥
に
属
す
る
事
が
ら
も
つ
づ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
う
し
た
書
翰
文
は
、

信
頼
で
き
る
ひ
と
に
だ
け
よ
ん
で
も
ら
い
、
第
三
者
に
よ
ま
れ
る
こ
と
は
想
定
し
て
い
な
い
は
ず
だ
。
と
こ
ろ
が
当
時
の
感
覚
で
は
、

書
翰
文
は
幅
ひ
ろ
い
社
交
や
対
人
関
係
の
な
か
で
つ
づ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
な
か
ば
公
開
的
な
性
格
を
有
し
て
い
た
。
個
人
と
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個
人
、
あ
る
い
は
発
信
人
と
受
取
人
の
あ
い
だ
だ
け
で
完
結
せ
ず
、
他
人
の
目
に
さ
ら
さ
れ
や
す
か
っ
た
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
真
に

自
分
の
い
い
た
い
こ
と
を
存
分
に
は
き
だ
し
た
な
ら
、[

現
代
と
ど
う
よ
う]

具
合
が
わ
る
い
こ
と
に
な
り
や
す
か
っ
た
の
で
あ
る
。

具
体
例
を
あ
げ
よ
う
。
た
と
え
ば
、
も
し
書
翰
の
な
か
で

｢

オ
レ
は
○
○
が
き
ら
い
だ
。
△
△
も
だ
い
っ
き
ら
い
だ｣

と

｢

言
を

尽
く｣
し
た
と
き
、
○
○
や
△
△
が
だ
れ
か
に
よ
っ
て
は
、
た
い
へ
ん
な
こ
と
に
な
り
か
ね
な
か
っ
た
。
じ
っ
さ
い
六
朝
期
に
は
、

こ
の
種
の
こ
と
を
つ
づ
っ
て
し
ま
っ
て
、
た
い
へ
ん
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
人
物
が
い
た
。
そ
の
人
物
が
竹
林
七
賢
の
ひ
と
り
、

魏
の
�
康
で
あ
る
。

�
康
の
友
人
に
山
濤
と
い
う
男
が
い
た
。
あ
る
と
き
彼
は
転
任
す
る
こ
と
に
な
り
、
自
分
の
後
任
の
吏
部
郎
に
、
親
友
の
�
康
を

推
薦
し
よ
う
と
し
た
。
す
る
と
�
康
は
、
山
濤
は
自
分
の
仕
官
嫌
い
を
理
解
し
て
お
ら
ぬ
と
し
て
、
山
濤
に
絶
交
を
い
い
わ
た
す
書

翰

｢

与
山
巨
源
絶
交
書｣

(『

文
選』
巻
四
三)

を
か
き
お
く
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
�
康
は
そ
の
書
翰
を
つ
づ
っ
た
さ
い
、

な
に
を
お
も
っ
た
か
、

毎
非�

湯�

武�

而�

薄�

周�

孔�

。
在
人
間
不
止
此
事
、
会
顕
世
教
所
不
容
。
此
甚
不
可
一
也
。

私
は
い
つ
も
湯
王
や
武
王
を
非
難
し
、
周
公
や
孔
子
を
軽
侮
し
て
お
り
ま
す
。
世
間
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
態
度
を
あ
ら

た
め
な
か
っ
た
ら
、
き
っ
と
世
間
の
道
徳
に
許
容
さ
れ
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
れ
が
、
私
の
た
い
へ
ん
具
合
の
わ
る
い
こ

と
の
第
一
で
す
。

と

｢

言
を
尽
く｣

し
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。
旧
時
で
は
、
ど
ん
な
発
言
で
も
政
治
的
に
解
釈
さ
れ
や
す
い
。
こ
の
発
言
は
タ
イ
ミ

ン
グ
が
わ
る
く
、
ま
さ
に
政
治
的
に
、
し
か
も
わ
る
い
ほ
う
に
解
釈
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

魏
末
の
時
期
、
勢
力
を
の
ば
し
て
き
た
司
馬
氏
は
、
魏
王
朝
を
簒
奪
せ
ん
と
し
て
機
会
を
う
か
が
っ
て
い
た
。
�
康
の
こ
の
書
翰

文
は
、
ま
さ
に
そ
の
時
期
に
か
か
れ
た
の
だ
っ
た
。
と
き
の
司
馬
氏
の
領
袖
だ
っ
た
司
馬
昭
は
、
�
康
書
翰
中
の
こ
の
一
節
を
し
る
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や
、
�
康
を
に
く
ん
だ
。
そ
の
結
果
、
�
康
は
司
馬
昭
や

[

そ
の
配
下
の]

鍾
会
に
よ
っ
て
、
べ
つ
の
事
件
で
連
坐
さ
せ
ら
れ
、
あ

え
な
く
刑
死
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

書
翰
中
の
こ
の
語
句
が
、
な
ぜ
�
康
の
命
を
う
ば
う
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
魯
迅
は
有
名
な

｢

魏
晋
の
気
風
お
よ
び
文
章
と
薬
お

よ
び
酒
の
関
係｣

と
い
う
講
演
で
、
ま
さ
に
こ
の
書
翰
の
こ
の
語
句
を
と
り
あ
げ
、

司
馬
懿

(
司
馬
昭
が
た
だ
し
い
。
魯
迅
の
勘
ち
が
い

福
井)

は
こ
の
文
章
が
も
と
で
、
�
康
を
殺
し
ま
し
た
。
湯
王
、

武
王
、
周
公
、
孔
子
を
否
定
す
る
の
は
、
現
代
で
は
な
ん
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
が
当
時
は
た
い
へ
ん
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。

湯
王
と
武
王
は
、
武
力
で
天
下
を
平
定
し
た
人
で
す
。
周
公
は
幼
い
成
王
を
補
佐
し
た
人
で
す
。
孔
子
は
堯
、
舜
を
祖
述
し
、

そ
し
て
堯
・
舜
は
天
子
を
禅
譲
し
た
人
で
す
。
�
康
は
そ
れ
を
み
ん
な
だ
め
だ
と
い
っ
た
。
で
は
、
司
馬
懿

(

司
馬
昭

福
井)

が
帝
位
を
奪
う
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
で
し
ょ
う
。
手
だ
て
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
点
で
、
�
康
は
司
馬
氏
の
や
る
こ

と
に
直
接
の
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
ど
う
し
て
も
殺
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。(『

而
已
集』

学
習
研
究
社『

全
集』

第
五
巻)

と
説
明
し
て
い
る
。
魯
迅
が
い
う
よ
う
に
、
司
馬
昭
は
湯
武
や
周
公
ら
の

[

王
朝
を
交
替
さ
せ
た]

前
例
を
踏
襲
し
て
、
魏
の
曹
一

族
か
ら
帝
位
を
簒
奪
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
�
康
の

｢

湯
王
や
武
王
を
非
難
し
、
周
公
や
孔
子
を
軽
侮

し
て
お
り
ま
す｣

と
い
う
一
節
は
、[

帝
位
簒
奪
を
ね
ら
う]
司
馬
昭
や
そ
の
一
族
を
批
判
し
、
魏
晋
交
替
に
反
対
し
た
も
の
と
解

さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
こ
の
一
節
、
直
截
に
魏
晋
交
替
に
反
対
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
当
時
の
政
治
情
勢
で
は
、
そ
う
解
さ
れ

て
も
し
か
た
が
な
い
語
句
だ
っ
た
。
�
康
は
当
時
の
名
士
で
あ
り
、
い
わ
ば
世
論
形
成
に
影
響
力
の
つ
よ
い
人
物
で
あ
る

(

し
か
も

彼
の
妻
は
、
魏
王
室
の
ひ
と
だ
っ
た)

。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
危
険
な
人
物
は
い
か
し
て
お
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ

た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
ケ
ー
ス
、
�
康
と
し
て
は
他
意
は
な
く
、
た
だ

｢

言
を
尽
く｣

し
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
彼
の
真
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意
が
ど
こ
に
あ
っ
た
に
せ
よ
、
と
き
と
場
合
と
を
か
ん
が
え
た
と
き
、
あ
ま
り
に
も
不
用
意
な
語
句
で
は
あ
っ
た
。

六
朝
の
こ
ろ
は
、
書
翰
文
は
回
し
よ
み
さ
れ
る
の
が
ふ
つ
う
で
、
信
書
の
秘
密
な
ど
と
い
う
観
念
は
と
ぼ
し
か
っ
た
。
そ
の
た
め

書
翰
で

｢

言
を
尽
く
す｣

と
き
は
、
世
間
に
し
ら
れ
る
こ
と
を
覚
悟
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
�
康
も
そ
う
し
た
こ
と
は
、

し
っ
て
い
た
は
ず
だ
。
だ
が
、
親
友
の
山
濤
あ
て
の
書
翰
と
い
う
こ
と
で
、
う
っ
か
り
気
を
ゆ
る
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の

場
合
、
山
濤
が
悪
意
で
も
っ
て
、
司
馬
昭
に
注
進
に
お
よ
ん
だ
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
山
濤
や
そ
の
仲
間
が
、
こ
の
�
康
の
書
翰
文

を
回
し
よ
み
し
て
い
る
う
ち
に
、
や
が
て
そ
の
危
険
な
発
言
が
司
馬
昭
の
耳
に
と
ど
い
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
�
康
の
件
は
特
殊
な
ケ
ー
ス
で
は
あ
ろ
う
。
だ
が
い
っ
ぱ
ん
に
、
書
翰
文
で

｢

言
を
尽
く
す｣

こ
と
は
危
険
な

こ
と
で
あ
り
、
ご
く
ご
く
慎
重
に
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
こ
と
は
当
時
の
人
び
と
も
知
悉
し
て
お
り
、
家
族
や
親
友
な

ど
信
頼
で
き
る
ひ
と
以
外
に
は
、
軽
々
に

｢

言
を
尽
く｣

さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る

(

３)

。

そ
れ
ゆ
え
我
わ
れ
は
、
書
翰
文
に
は
事
実
や
本
心
が
叙
さ
れ
て
い
る
と
は
か
ぎ
ら
ぬ
こ
と
を
、
よ
く
認
識
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

じ
っ
さ
い
当
時
で
は
、
内
心
は
立
身
し
た
く
て
た
ま
ら
な
い
の
に
、
書
翰
文
で
は

｢

隠
遁
し
た
い｣

と
か
い
た
り
す
る
の
は
、
め
ず

ら
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た

(

４)

。
し
た
が
っ
て
、
現
代
の
我
わ
れ
が
当
時
の
書
翰
文
を
よ
む
と
き
は
、
本
心
は
ど
う
な
の
か
と
慎
重
に

み
き
わ
め
て
ゆ
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
書
翰
文
に
か
か
れ
た
こ
と
を
、｢

本
人
が
そ
う
か
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
う
に
ち
が
い
な
い｣

と
軽
々
に
信
じ
て
し
ま
っ
て
は
、
足
も
と
を
す
く
わ
れ
る
心
配
も
な
い
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
六
朝
書
翰
文
を
よ
ん

で
そ
の
真
情
を
把
握
す
る
の
は
、
な
か
な
か
む
つ
か
し
い
こ
と
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い

(

後
述)

。
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二

殷
周
の
書
翰
文

書
翰
ジ
ャ
ン
ル
の
性
質
や
文
章
の
特
徴
を
み
て
き
た
が
、
つ
づ
い
て
、
上
古
か
ら
六
朝
に
い
た
る
ま
で
の
、
書
翰
文
の
歴
史
を
ざ
っ

と
み
わ
た
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
書
翰
文
な
る
も
の
は
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
、
か
か
れ
は
じ
め
た
の
だ
ろ
う
か
。｢

用
件
や
考
え
を
他
に
つ
た
え
る｣

と
い
う

書
翰
の
性
格
を
か
ん
が
え
れ
ば
、
文
字
が
発
生
し
た
こ
ろ
か
ら
書
翰
、
あ
る
い
は
書
翰
の
は
た
ら
き
を
す
る
文
書
は
、
存
在
し
て
い

た
と
か
ん
が
え
て
よ
か
ろ
う
。
す
る
と
、
著
名
な
、
あ
る
い
は
現
存
す
る
と
い
う
条
件
を
課
さ
な
け
れ
ば
、
最
古
の
文
字
た
る
甲
骨

文
の
こ
ろ
か
ら
、
書
翰

[

の
前
身]
は
か
か
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

じ
っ
さ
い
、
黄
維
華

｢

書
信
的
文
化
源
起
与
歴
史
流
変｣

(｢

江
海
学
刊｣

一
九
九
六
―
三)

は
、
郭
沫
若

『

卜
辞
通
纂』

の
議
論

を
ひ
き
な
が
ら
、
甲
骨
文
の
な
か
に
も
、
書
翰
の
用
を
な
し
た
も
の
が
あ
っ
た
は
ず
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
殷
代
の
こ

ろ
す
で
に
、
西
北
の
辺
境
か
ら
河
南
安
陽
の
都
へ
軍
事
情
報
を
つ
た
え
る

｢

辺
報｣

が
あ
っ
た
ろ
う
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
た
し
か
に
、
お
お
い
に
あ
り
え
る
推
測
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
甲
骨
文
研
究
に
お
い
て
、
甲
骨
の
文
に
は
神
意
を
う
ら
な
う
も
の
以

外
に
、
記
事
刻
辞
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
卜
占
用
の
亀
甲
や
獣
骨
の
貢
納
に
関
す
る
内
容
が
か
か
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
う
し
た

甲
骨
が
現
に
存
す
る
と
す
れ
ば
、
軍
事
情
報
を
つ
た
え
る

[
現
在
か
ら
み
れ
ば
書
翰
の
は
た
ら
き
を
な
す]

甲
骨
も
、
存
在
し
て
い

た
可
能
性
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
あ
り
え
る
だ
ろ
う
。

た
だ
、
そ
う
し
た
殷
代
の
こ
ろ
の
書
翰
に
つ
い
て
は
、
現
物
を
確
認
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
書
翰
文
の
歴
史
と
い
っ

た
と
き
、
ふ
つ
う
に
は
、
周
代
に
開
始
し
た
と
さ
れ
る
こ
と
が
お
お
い
よ
う
だ
。
以
下
で
、
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
書
翰
文
の
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源
流
に
つ
い
て
、
は
や
い
順
か
ら
あ
げ
て
ゆ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
第
一
に
、
周
初
の
召
公
�｢

君
�｣

(『

尚
書』

中
の
一
篇)

か
ら
は
じ
ま
る
、
と
す
る
見
か
た
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
清

の
姚
�
は

『

古
文
辞
類
纂』

書
説
類
の
解
説
に
お
い
て
、

書
説
類
者
、
昔
周
公
之
告
召
公
、
有
君�

��

之
篇
。
春
秋
之
世
、
列
国
士
大
夫
或
面
相
告
語
、
或
為
書
相
遺
、
其
義
一
也
。
戦
国

説
士
、
説
其
時
主
、
当
委
質
為
臣
、
則
入
之
奏
議
、
其
已
去
国
、
及
説
異
国
之
君
、
則
入
此
編
。

書
説
の
類
に
は
、
む
か
し
周
公
が
召
公
に
勧
告
し
た

｢

君
�｣

と
い
う
篇

(『

尚
書』

所
収)

が
あ
る
。
つ
い
で
春
秋
の
世

に
な
る
と
、
列
国
の
士
大
夫
た
ち
は
面
と
む
か
っ
て
か
た
り
か
け
た
り
、
文
書
を
つ
づ
っ
て
お
く
っ
た
り
し
た
が
、
そ
の
趣

旨
は

｢

君
�｣

と
お
な
じ
で
あ
る
。
戦
国
の
策
士
た
ち
の
言
辞
の
う
ち
、
君
主
に
策
を
説
く
さ
い
、
臣
礼
を
と
っ
て
家
来
に

な
っ
て
お
れ
ば
、
そ
の
言
辞
は
奏
議
の
類
に
編
入
し
た
。
い
っ
ぽ
う
、
彼
ら
が
国
を
さ
っ
て
、
異
国
の
君
主
に
策
を
説
い
た

と
き
は
、
こ
の
書
記
の
類
に
い
れ
た
。

と
の
べ
て
い
る
。
姚
�
は
春
秋
の
こ
ろ
、
列
国
の
外
交
交
渉
に
お
け
る
応
対
の
こ
と
ば
、
つ
ま
り
辞
命
の
類
も
書
翰
の
仲
間
だ
と
み

な
し
た
よ
う
だ
。
そ
れ
ら
も
ふ
く
め
た
な
か
で
姚
�
は
、
周
初
の

｢

君
�｣

を
最
古
の
書
翰
だ
と
か
ん
が
え
た
の
だ
ろ
う
。

お
な
じ
く
清
の
曾
国
藩
も
、『

経
史
百
家
雑
鈔』
序

(
書
牘
類)

に
お
い
て
、

書
牘
類
、
同
輩
相
告
者
。
経
如
君�

��

、
左
伝
鄭
子
家
、
叔
向
、
呂
相
之
辞
、
皆
是
。
後
世
曰
書
、
曰
啓
、
曰
移
、
曰
牘
、
曰
簡
、

曰
刀
筆
、
曰
帖
、
皆
是
。

書
牘
の
類
は
、
同
輩
が
報
告
し
あ
っ
た
文
書
で
あ
る
。『

尚
書』
の

｢

君
�｣

篇
や

『

左
伝』

中
の
鄭
子
家
、
叔
向
、
呂
相

た
ち
の
言
辞
は
、
す
べ
て
こ
の
書
牘
に
該
当
す
る
。
後
世
に
、
書
と
い
い
、
啓
と
い
い
、
移
と
い
い
、
牘
と
い
い
、
簡
と
い

い
、
刀
筆
と
い
い
、
帖
と
い
う
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
こ
の
書
牘
の
仲
間
で
あ
る
。
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と
の
べ
、
や
は
り

｢

君
�｣

を
書
翰
文
の
は
じ
め
に
お
い
て
い
る
。

こ
の
姚
�
と
曾
国
藩
の
議
論
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
両
人
と
も
書
翰
文
を

｢

列
国
の
士
大
夫
た
ち
は
…
…
文
書
を
つ
づ
っ

て
お
く
っ
た
り
し
た｣

、｢

同
輩
が
報
告
し
あ
っ
た｣

な
ど
と
の
べ
、
君
臣
関
係
が
な
い
者
ど
う
し
の
往
来
文
書
を
、
書
翰
だ
と
み
な

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
書
翰
の
文
と
上
奏
の
文

(

臣
下
が
君
主
に
た
て
ま
つ
っ
た
文
書)

と
を
、
弁

別
し
て
い
る
わ
け
だ
。
書
翰
文
の
歴
史
を
叙
す
る
た
め
に
は
、｢

書
翰
文
と
は
な
に
か｣

を
確
定
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、

か
く

[

類
似
す
る
文
章
と
の]

弁
別
の
基
準
を
説
明
し
た
の
だ
ろ
う
が
、
合
理
的
な
弁
別
法
だ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
う
し
た
手

続
き
を
し
た
う
え
で
、
両
人
と
も

｢

君
�｣

を
最
古
の
書
翰
文
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の

『

尚
書』

中
の

｢
君
�｣

は
、
周
公
が
召
公
に
む
か
っ
て
、
成
王
が
自
立
し
て
も
自
分
が
周
廷
を
さ
ら
ぬ
理
由
を
、
弁
明
し

た
篇
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
召
公
は
当
初
、
周
公
が
成
王
に
と
っ
て
か
わ
る
意
図
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て
い
た
が
、
こ
の

弁
明
に
よ
っ
て
了
解
し
た
ら
し
い
。
こ
の
周
公
と
召
公
と
は
、
周
廷
で
は
同
格

(

君
臣
関
係
で
は
な
い)

の
重
鎮
だ
。
そ
の
意
味
で

は
、
同
格
の
者
ど
う
し
の
や
り
と
り
と
い
う
こ
と
に
な
り
、｢

君
�｣

を
書
翰
文
の
は
じ
め
に
も
っ
て
き
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。

た
だ
現
在
の
研
究
レ
ベ
ル
か
ら
み
れ
ば
、
こ
の

｢
君
�｣

は
史
官
の
記
録
で
あ
る
こ
と
は
う
ご
か
ず
、
真
に
周
公
そ
の
ひ
と
が
筆
を

と
っ
た
書
翰
文
と
は
か
ん
が
え
に
く
い
。

つ
づ
い
て
第
二
に
、
周
初
の

｢

君
�｣

で
な
く
、
周
東
遷
後
の
春
秋
時
代
の
作
を
、
書
翰
文
の
は
じ
め
だ
と
す
る
見
か
た
も
存
す

る
。
そ
れ
が

『

文
心
雕
龍』

書
記
篇
で
あ
る
。
そ
こ
で
劉
�
は
、

三
代
政
暇
、
文
翰
頗
疎
。
春
秋
聘
繁
、
書
介
弥
盛
。
繞�

朝�

贈�

士�

会�

以�

策�

、
子�

家�

与�

趙�

宣�

以�

書�

、
巫�

臣�

之�

責�

子�

反�

、
子�

産�

之�

諫�

范�

宣�

、
詳
観
四
書
、
辞
若
対
面
。
又
子
叔
敬
叔
、
進
弔
書
于
滕
君
、
固
知
行
人
挈
辞
、
多
被
翰
墨
矣
。
及
七
国
献
書
、
詭
麗
輻
輳
。

夏
殷
周
の
三
代
の
世
は
、
政
治
も
繁
忙
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
書
翰
文
を
だ
す
こ
と
も
ま
れ
だ
っ
た
。
春
秋
に
な
る
と
諸
国
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間
の
使
者
往
来
が
お
お
く
、
書
翰
の
交
換
も
お
お
く
な
っ
た
。
繞
朝
は
士
会
に
策
書
を
あ
た
え
、
子
家
は
趙
宣
に
書
翰
を
お

く
っ
た
。
ま
た
巫
臣
は
書
翰
で
子
反
を
非
難
し
、
子
産
は
書
翰
で
范
宣
を
い
さ
め
た
。
こ
れ
ら
の
四
篇
の
書
翰
文
を
み
て
み

る
と
、
あ
た
か
も
対
面
し
て
も
の
を
い
う
か
の
ご
と
き
だ
。
さ
ら
に
子
叔
敬
叔
は
、
滕
君
に
悔
や
み
の
書
翰
文
を
奉
呈
し
た

が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
使
者
が
口
上
を
つ
た
え
る
と
き
は
、
墨
書
し
た
も
の
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
戦
国
の
七
雄
が

書
翰
を
往
復
さ
せ
る
こ
ろ
は
、
そ
の
文
辞
は
詭
弁
さ
と
華
麗
さ
と
が
交
錯
し
て
い
た
。

と
の
べ
て
い
る
。
ま
ず
夏
殷
そ
し
て
西
周
の
こ
ろ
は
、｢

書
翰
文
を
だ
す
こ
と
も
ま
れ
だ
っ
た｣

(

文
翰
頗
疎)

と
い
う
だ
け
で
、
書

翰
の
源
流
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
慎
重
な
姿
勢
と
い
う
よ
り
も
、
上
古
の
こ
ろ
の
書
翰
の
様
相
な
ど
、
劉
�
も
よ
く
わ
か
ら

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
春
秋
に
な
る
と
、
諸
国
間
で
の
使
者
往
来
が
し
げ
く
な
っ
た
の
で
、
書
翰
の
交
換
も
お
お
く
な
っ

た
と
し
、
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
秦
の
繞
朝
の
策
書
な
ど
四
例
を
あ
げ
て
い
る
。
い
ず
れ
も

『

春
秋
左
氏
伝』

に
引
用
さ
れ
る
も

の
で
、
す
べ
て
君
臣
関
係
で
な
い
人
び
と
の
あ
い
だ
で
の
文
書
往
来
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
り
、
南
朝
梁
に
活
躍
し
た
任
�
も
、
春
秋
に
書
翰
が
は
じ
ま
っ
た
と
か
ん
が
え
て
い
た
よ
う
だ
。
彼
は｢

文
章
縁
起
序｣

の
な
か
で
、
晋
の
公
族
だ
っ
た
羊
舌
�(

あ
ざ
な
は
叔
向)

の

｢

貽
鄭
子
産
書｣

に
言
及
し
て
、

六
経
素
有
歌
詩
書
誄
箴
銘
之
類
。
尚
書
帝
庸
作
歌
、
毛
詩
三
百
篇
、
左
伝
叔�

向�

貽�

子�

産�

書�

。

六
経
に
は
も
と
も
と
、
歌
詩
書
誄
箴
銘
の
類
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば

『

尚
書』

で
は
舜
帝
み
ず
か
ら
歌
を
つ
く
っ

て
い
る
し
、『

毛
詩』

に
は
三
百
篇
が
あ
る
し
、
ま
た

『
左
伝』

に
は
、
叔
向

(

羊
舌
�

よ
う
ぜ
つ
き
つ

の
あ
ざ
な)

が
子
産
に
お
く
っ
た

書
翰
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

と
の
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
六
経
に
は
各
種
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
が
そ
な
わ
っ
て
お
り
、
書
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
は
、
羊
舌
�
の
書
翰

が

『

左
伝』

昭
公
六
年
に
ひ
か
れ
て
い
る
、
と
の
べ
た
も
の
だ
。『

左
伝』

に
は
、[

右
で
劉
�
が
指
摘
し
た
も
の
な
ど]

た
く
さ
ん
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の
書
翰
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
他
で
な
く
こ
の
羊
書
翰
を
あ
げ
た
の
は
、
任
�
が
こ
れ
を
代
表
的
な
も
の
と
か
ん
が
え

た
か
ら
だ
ろ
う
。

第
三
に
、
こ
れ
ら
よ
り
す
こ
し
く
だ
っ
て
、
書
翰
文
は
戦
国
時
代
に
は
じ
ま
っ
た
と
す
る
意
見
も
あ
る
。
た
と
え
ば
明
の
呉
訥
は
、

戦
国
の
燕
の
名
将
、
楽
毅
の

｢

報
燕
恵
王
書｣

に
端
を
発
す
る
と
み
な
す
よ
う
だ
。
す
な
わ
ち
彼
は

『

文
章
弁
体』

の

｢

書｣

の
序

説
に
お
い
て
、

按
昔
臣
僚
敷
奏
、
朋
旧
往
復
、
皆
総
曰
書
。
近
世
臣
僚
上
言
、
名
為
表
奏
。
惟
朋
旧
之
間
、
則
曰
書
而
已
。
蓋
論
議
知
識
、
人

豈
能
同
。
苟
不
具
之
於
書
、
則
安
得
尽
其
委
曲
之
意
哉
。
戦
国
両
漢
間
、
若
楽�

生�

、
若
司
馬
子
長
、
若
劉
�
書
、
敷
陳
明
白
、

弁
難
懇
到
、
誠
可
以
為
修
辞
之
助
。

む
か
し
は
、
臣
僚
が
奏
上
し
た
文
書
や
朋
友
が
往
復
し
た
文
書
な
ど
は
、
す
べ
て

｢

書｣

と
よ
ん
で
い
た
。
だ
が
近
代
に
な

る
と
、
臣
僚
の
上
奏
し
た
も
の
は｢

表｣

や｢

奏｣

な
ど
と
呼
称
す
る
よ
う
に
な
り
、
た
だ
朋
友
が
往
復
し
た
文
書
だ
け
を
、

｢

書｣

と
よ
ん
で
い
る
。
お
も
う
に
、
各
人
の
議
論
や
認
識
能
力
な
ど
は
、
ど
う
し
て
お
な
じ
は
ず
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
を

文
書
に
か
き
し
る
さ
な
け
れ
ば
、
委
曲
を
つ
く
せ
る
は
ず
が
な
い
。
戦
国
や
両
漢
に
お
い
て
は
、
楽
毅
や
司
馬
遷
、
劉
�
た

ち
の
書
翰
文
が
か
か
れ
た
。
そ
れ
ら
は
、
明
瞭
な
陳
弁
ぶ
り
と
懇
切
な
論
難
ぶ
り
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
の
で
、
作
文
の
助
け

に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
の
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
呉
訥
は
、｢

書｣

字
は
も
と
も
と
、
臣
僚
の
上
奏
と
朋
友
の
書
翰
の
両
方
を
意
味
し
て
い
た
。
だ
が

｢

近
世｣

に
な
る
と
、
前
者
は
表
や
奏
と
呼
称
す
る
よ
う
に
な
り
、
後
者
の
み
を
書
と
よ
ん
だ

と
い
っ
て
、
歴
史
的
立
場
か
ら

[

姚
�
や
曾
国
藩
と
お
な
じ
よ
う
な]

上
奏
と
書
翰
の
弁
別
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
う
え
で
楽
毅
が
か
い
た
書
翰
文
を
、

そ
の
最
初
に
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
呉
訥
が
あ
げ
る
楽
毅
の

｢

報
燕
恵
王
書｣

は
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
文
学
的
に
は
な
か
な
か
の
傑
作
で
は
な
い
か
と
お
も
う
。

こ
の
書
翰
が
か
か
れ
た
経
緯
を
紹
介
す
れ
ば
、
楽
毅
は
燕
の
昭
王
を
補
佐
し
て
、
当
時
の
大
国
だ
っ
た
斉
を
う
ち
や
ぶ
る
殊
勲
を
あ

げ
た
。
弱
小
の
燕
だ
け
で
は
か
な
わ
ぬ
と
み
て
、
周
辺
の
諸
国
と
連
合
し
た
作
戦
が
功
を
奏
し
た
の
だ
っ
た
。
楽
毅
は
、
そ
の
後
も

斉
の
七
十
余
の
城
を
く
だ
し
、
あ
と
二
城
を
の
こ
す
ば
か
り
と
な
っ
た
が
、
そ
の
と
き
に
昭
王
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
と
こ
ろ

が
息
子
の
恵
王
が
た
つ
や
、
恵
王
は
斉
の
離
間
策
を
信
じ
て
楽
毅
の
忠
節
を
う
た
が
い
、
燕
の
将
軍
職
を
解
任
し
た
。
そ
こ
で
危
機

感
を
お
ぼ
え
た
楽
毅
は
、
趙
の
国
へ
亡
命
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
楽
毅
が
趙
に
つ
か
え
る
や
、
た
ち
ま
ち
趙
は
国
力

を
つ
よ
く
し
、
燕
を
圧
迫
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
る
と
燕
の
恵
王
は
後
悔
し
て
、
楽
毅
に
謝
罪
の
書
翰
を
お
く
っ
た
。

こ
れ
を
よ
み
、
楽
毅
が
燕
の
恵
王
に
お
く
り
か
え
し
た
返
書
が
、
こ
の

｢

報
燕
恵
王
書｣

で
あ
る
。

こ
の
書
翰
中
で
楽
毅
は
大
要
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
る
。
私
は
先
王

(

昭
王)

に
信
任
さ
れ
、
斉
を
や
ぶ
る
功
績
を
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
お
か
げ
で
領
土
を
い
た
だ
く
こ
と
も
で
き
た
の
で
す
。
そ
れ
な
の
に
趙
へ
亡
命
し
た
の
は
、
私
が
讒
言
に
よ
っ
て

罪
人
と
さ
れ
る
と
、
自
分
を
重
用
し
て
く
れ
た
先
王
の
名
ま
で
、
は
ず
か
し
め
る
こ
と
に
な
る
と
お
も
っ
た
か
ら
で
す
。
私
は
そ
れ

を
忌
避
せ
ん
と
し
て
、
燕
を
出
国
い
た
し
ま
し
た
。
い
ま
、
私
は
趙
に
つ
か
え
て
お
り
ま
す
が
、
か
つ
て
の
故
国
で
あ
る
燕
を
攻
撃

す
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
恵
王
さ
ま
の
側
近
が
私
を
理
解
し
て
く
れ
ぬ
の
を
お
そ
れ
、
こ
う
い
う
不
幸
な
状
況
に
た
ち
い

た
っ
た
の
で
す

と
。

こ
の
楽
毅

｢

報
燕
恵
王
書｣

は
、
先
王
へ
の
恩
義
を
か
た
り
つ
つ
、
自
分
の
政
治
的
立
場
を
誠
実
に
か
た
っ
た
書
翰
で
あ
り
、
そ

の
葛
藤
に
な
や
む
心
情
は
、
旧
時
の
人
び
と
の
胸
を
う
っ
た
よ
う
だ
。
司
馬
遷
は

『

史
記』

楽
毅
伝
に
こ
の
書
翰
を
引
用
し
、
そ
の

｢

太
史
公
曰｣

で
、｢

斉
の
�
通
と
主
父
偃
は
、
楽
毅
の
燕
王
へ
の
書
翰
を
よ
む
と
、
い
つ
も
書
巻
を
お
い
て
涙
を
な
が
さ
ぬ
こ
と
は

な
か
っ
た
と
い
う｣

と
の
べ
、
間
接
的
に
彼
の
誠
忠
ぶ
り
を
た
た
え
て
い
る
。
た
し
か
に
こ
の
楽
毅
書
翰
は
、
秦
漢
よ
り
ま
え
に
か

79



か
れ
た
書
翰
文
と
し
て
は
、
最
古
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
さ
て
お
き
、
内
容
の
切
実
さ
や
充
実
ぶ
り
と
い
う
点
で
は
、
も
っ
と
も

す
ぐ
れ
た
も
の
と
評
し
て
よ
か
ろ
う
。

以
上
、
書
翰
文
の
源
流
に
つ
い
て
、
じ
ゅ
う
ら
い
の
諸
説
を
紹
介
し
て
き
た
。
書
翰
文
が
い
つ
か
ら
は
じ
ま
っ
た
か
な
ど
、
常
識

的
に
か
ん
が
え
て
、｢

こ
こ
か
ら｣

と
特
定
で
き
る
は
ず
も
な
い
。
右
の
指
摘
も
、
源
流
を
特
定
す
る
と
い
う
よ
り
、
こ
の
時
期
か

ら
書
翰
文
ら
し
き
も
の
が
出
現
し
た
、
と
い
う
程
度
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

た
だ
、
殷
周
の
書
翰
文

[

と
さ
れ
る
も
の]

で
注
意
し
た
い
こ
と
は
、
殷
の
辺
報
に
せ
よ
、
春
秋
戦
国
の
書
翰
に
せ
よ
、
大
な
り

小
な
り
政
治
に
か
ら
ん
だ
文
書
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
さ
き
に
み
た
楽
毅
書
翰
も
、
複
雑
な
政
治
情
勢
の
な
か
で
つ
づ
ら
れ
た
も

の
だ
っ
た
。
そ
の
点
で
、
こ
れ
ら
は
純
粋
に
私
的
な
用
件
を
つ
づ
っ
た
も
の
と
は
い
い
が
た
く
、
我
わ
れ
が
ふ
つ
う
に
了
解
し
て
い

る

｢

私
的
な
内
容
を
叙
し
た
書
翰｣
と
は
、
い
さ
さ
か
距
離
が
あ
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

も
っ
と
も
旧
時
で
は
、
そ
れ
は
や
む
を
え
な
い
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
私
的
な
レ
ベ
ル
で
の
書
翰
の
応
酬

(

来
週
ふ
た
り
で
酒
を
の

も
う
と
か
、
ち
ょ
っ
と
食
料
を
わ
け
て
く
れ
な
い
か
と
か)

は
、
文
字
が
人
間
の
意
思
を
伝
達
す
る
機
能
を
も
つ
か
ぎ
り
、
上
古
で

も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
我
わ
れ
が
手
に
し
、
よ
む
文
献
と
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
現
存
し
て
い
な

い
。
そ
れ
は
、
た
だ
散
逸
し
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
政
治
的
実
用
を
有
し
た
文
書
だ
け
が
、
保
存
し
て
後
世
に
つ
た
え
る
価
値
が

あ
り
、
そ
う
し
た
効
用
に
と
ぼ
し
い
私
的
書
翰
は
、
保
存
す
る
に
あ
た
い
し
な
い

と
す
る
判
断
が
は
た
ら
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。

中
国
で
は
伝
統
的
に
そ
う
し
た
文
章
観
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
も
、
私
的
な
書
翰
は
の
こ
り
に
く
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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三

秦
漢
の
書
翰

だ
が
、
そ
う
し
た
残
存
し
に
く
い
私
的
書
翰
が
近
時
、
僅
少
な
が
ら
発
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
各
地
か
ら
出
土
し

つ
つ
あ
る
簡
牘
類
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
新
出
簡
牘
の
お
お
く
は
、
法
令
や
帳
簿
な
ど
の
行
政
文
書
の
た
ぐ
い
な
の
だ
が
、
わ
ず

か
な
が
ら
、
卑
近
な
用
件
を
叙
し
た
私
的
書
簡
も
ま
じ
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、｢

○
○
は
元
気
に
や
っ
て
い
ま
す
か｣

と
か

｢

先

日
に
○
○
を
お
く
っ
た
よ｣

な
ど
の
よ
う
な
。

こ
の
種
の
書
翰
は
、
一
読
す
れ
ば
用
事
が
お
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
、
そ
の
ま
ま
う
ち
す
て
ら
れ
て
し
ま
う
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
そ
う
し
た
私
的
書
翰
が
残
存
す
る
は
ず
は
な
い
の
だ
が
、
な
に
か
の
偶
然
に
よ
っ
て
保
存
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ

し
て
そ
れ
が
近
時
、
時
間
の
淘
汰
を
く
ぐ
り
ぬ
け
て
出
土
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
我
わ
れ
は
当
時
の
私
的
書
翰
を
、

お
の
が
目
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
当
時
の
書
翰
往
来
の
一
断
面
と
し
て
、
そ
う
し
た
私
的
書
翰
の
一
二
を
紹

介
し
て
み
よ
う
。
つ
ぎ
に
し
め
す
の
は
、
い
ず
れ
も
秦
の
こ
ろ
の
手
紙
で
あ
る
。

ま
ず
、
湖
南
省
の
里
耶
古
城
遺
跡

(

二
〇
〇
二
年
発
見)

か
ら
発
掘
さ
れ
た
、
秦
代
の
書
翰
を
紹
介
し
よ
う

(

５)

。
こ
の
里
耶
秦
簡
の

年
代
は
、
秦
王
政
二
十
五
年

(

前
二
二
二)

か
ら
秦
二
世
の
こ
ろ

(

前
二
〇
八)

ま
で
に
わ
た
る
と
い
う
。
す
る
と
つ
ぎ
の
書
翰

(

７
―
４)

も
、
そ
の
こ
ろ
に
か
か
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。

欣
敢
多
問
呂
柏
、
得
毋
病
。
柏
幸
賜
欣
一
牘
、
欣
辟
席
再
拝
及
拝
者
。
柏
求
筆
及
黒
、
今
敬
進
柏
令
、
寄
芍
、
敢
謁
之
。

恐
れ
多
い
こ
と
で
す
が
、
欣
か
ら
呂
柏
様
に
ご
挨
拶
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
健
康
に
お
変
わ
り
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
ょ

う
か
。
恐
れ
多
く
も
貴
方
様
よ
り
お
手
紙
を
賜
り
、
避
席
し
て
三
拝
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
貴
方
様
が
お
求
め
に
な
っ
て
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お
ら
れ
る
筆
と
墨
を
こ
こ
に
献
上
い
た
し
ま
す
と
と
も
に
、
芍
に
託
し
て
こ
れ
ら
筆
や
墨
な
ど
を
届
け
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

身
の
程
を
わ
き
ま
え
ず
拝
謁
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
こ
と
を
お
許
し
く
だ
さ
い
。

こ
こ
の

｢

欣｣

と

｢

呂
柏｣

｢

芍｣

は
人
名
だ
ろ
う
。
右
の
全
文
を
訓
読
す
れ
ば
、｢

欣
敢あ

へ
て
呂
柏
に
多
問
す
。
病や

む
こ
と
毋な

き

を
得
ん
や
。
柏
は
幸
い
に
欣
に
一
牘
を
賜
わ
り
、
欣
は
席
を
辟さ

け
て
再
拝
し
拝
に
及
ぶ
者
な
り
。
柏
の
求
め
し
筆
及
び
黒
、
今
敬
つ
つ
し
み

て
柏
令
に
進
ぜ
ん
と
し
、
芍
に
寄よ

せ
し
む
。
敢
へ
て
之
に
謁
す｣

と
な
ろ
う
。
こ
の
書
翰
は
、
呂
柏
か
ら
筆
と
墨
を
要
求
さ
れ
た
こ

と
に
対
し
、
欣
が
返
信
し
た
も
の
ら
し
い
。
筆
と
墨
を
お
送
り
し
た
の
で
、
お
受
け
と
り
く
だ
さ
い
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
受
取
人

の
呂
柏
は
、
目
上
の
人
物
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
欣
は
か
な
り
丁
重
に
返
書
を
し
た
た
め
て
い
る
。
文
中
の

｢

貴
方
様
よ
り
お
手
紙
を

賜
り
、
避
席
し
て
三
拝
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す｣

と
い
う
こ
と
ば
は
、
感
謝
の
極
み
と
い
う
姿
勢
を
あ
ら
わ
す
よ
う
だ
。
こ
の
こ
と

ば
、
た
だ
の
慣
用
的
な
あ
い
さ
つ
に
す
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
目
上
か
ら
の
手
紙
に
対
し
て
、
当
時
の
人
び
と
は
、
ほ
ん

と
う
に
避
席
し
て
三
拝
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

つ
い
で
、
湖
北
省
の
雲
夢
県
睡
虎
地

(
一
九
七
五
年
発
見)

か
ら
発
掘
さ
れ
た
書
翰
文
を
紹
介
し
よ
う
。
こ
の
睡
虎
地
秦
墓
に
ふ

く
ま
れ
る
書
翰
文
は
、
は
や
く
一
九
七
六
年
の

『
文
物』

第
一
期
に
公
表
さ
れ
、
新
出
土
の
秦
代
書
翰
と
し
て
有
名
に
な
っ
た
も
の

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
に
も
お
お
く
の
研
究
論
文
が
か
か
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
研
究
に
よ
っ
て
、
冒
頭
に
あ
る

｢

二
月

辛
巳｣

と
い
う
日
付
け
は
、
秦
王
政
二
十
四
年

(

前
二
二
三)
の
こ
と
だ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
書
翰
の
執

筆
年
は
、
前
二
二
三
年
二
月
十
九
日
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
書
翰
を
か
い
た
月
日
ま
で
わ
か
る
と
い
う
、
め
ず
ら
し
い
ケ
ー
ス
で

あ
る
。二

月
辛
巳
、
黒
夫
驚
敢
再
拝
問
中
。
母
毋
恙
也
。
黒
夫
驚
母
毋
也
。
前
日
黒
夫
与
驚
別
、
今
復
会
矣
。
黒
夫
寄
乞
就
書
曰
、
遺

黒
夫
銭
、
母
操
夏
衣
来
。
今
書
即
到
、
母
視
安
陸
絲
布
銭
可
以
為
禅
君
襦
者
、
母
必
為
之
、
令
与
銭
偕
来
。
其
絲
布
貴
、
徒
操
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銭
来
、
黒
夫
自
以
布
此
。
黒
夫
等
直
佐
淮
陽
、
攻
反
城
久
、
傷
未
可
智
也
。
願
母
遺
黒
夫
用
勿
少
。
書
到
、
皆
為
報
。
報
必
言

相
家
爵
来
未
来
、
告
黒
夫
其
未
来
状
。
聞
王
得
苟
得
母
恙
也
。
辞
相
家
爵
不
也
。
書
衣

(

依)

之
南
軍
。
…
…

二
月
十
九
日
、
私
た
ち
黒
夫
と
驚
は
、
再
拝
し
て
兄
の
中

(

衷)

様
に
ご
挨
拶
申
し
ま
す
。
お
母
様
は
お
元
気
で
す
か
。

黒
夫
と
驚
は
と
も
に
元
気
で
お
り
ま
す
。
過
日
、
私
黒
夫
と
驚
と
は
離
れ
離
れ
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
い
ま
は
ま
た
一

緒
に
お
り
ま
す
。

以
前
、
黒
夫
が
送
り
ま
し
た
手
紙
に
て
、｢

銭
を
送
っ
て
も
ら
い
、
夏
の
衣
服
を
お
送
り
い
た
だ
く
必
要
は
ご
ざ
い
ま
せ

ん｣

と
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
た
。
も
し
こ
の
手
紙
が
届
い
た
と
き
、
お
母
様
に
は
安
陸
の
糸
と
布
の
値
段
が
安
く
、
衣
服

(

裙
・
襦)

が
作
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
買
っ
て
衣
服
を
作
り
、
銭
と
一
緒
に
送
っ
て
く
だ
さ
い
。
も
し
糸
と
布
が
高

け
れ
ば
、
銭
だ
け
を
送
っ
て
く
だ
さ
い
。
黒
夫
が
自
分
で
布
を
買
っ
て
衣
服
を
つ
く
り
ま
す
。
私
た
ち
は
淮
陽
の
戦
い
に
参

戦
し
、(

淮
陽
の)

反
乱
し
た
城
邑
を
攻
め
る
こ
と
が
久
し
く
、
負
傷
者
の
状
況
は
未
だ
に
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。
お
母
様

が
少
な
く
な
い
費
用
を
送
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
願
い
ま
す
。
こ
の
手
紙
が
届
き
ま
し
た
ら
、
い
ず
れ
も
ご
返
事
く
だ
さ
い
。

返
事
の
際
に
は
、
必
ず
私
が
賜
っ
た
家
爵
を
受
け
た
か
ど
う
か
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。
も
し
家
爵
を
受
け
て
い
な
け
れ
ば
、

そ
の
原
因
を
黒
夫
に
教
え
て
下
さ
い
。
王
得
も
な
お
変
わ
り
な
く
元
気
だ
と
う
か
が
っ
て
お
り
ま
す
。
賜
っ
た
家
爵
を
受
け

と
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
手
紙
は
南
下
す
る
軍
隊
に
託
し
ま
す
。
…
…

こ
こ
の

｢

黒
夫｣

と

｢

驚｣

は
、
淮
陽
の
戦
争
に
か
り
だ
さ
れ
た
兄
弟
ら
し
い
。
そ
の
兄
弟
が
兄
の

｢

中

(

衷)｣

に
、
こ
の
手

紙
を
か
い
た
、
と
い
う
こ
と
の
よ
う
だ
。
そ
の
内
容
は
、
自
分
た
ち
は
無
事
だ
と
報
告
し
な
が
ら
、
あ
わ
せ
て
衣
服
と
お
金
と
を
お

く
っ
て
ほ
し
い
、
と
依
頼
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
が
い
の
で
後
半
を
略
し
た
が
、
略
し
た
部
分
に

｢

新
負

(

新
婦)｣

と
い
う
語
が

で
て
く
る
。
す
る
と

｢

驚｣

は
少
年
で
は
な
く
、
妻
帯
者
だ
っ
た
ら
し
い
。
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な
お
、
右
の
引
用
の
最
後
で

｢

手
紙
は
南
下
す
る
軍
隊
に
託
し
ま
す｣

と
あ
る
の
で
、
こ
の
書
翰
は
、
軍
隊
に
委
託
し
て
お
く
っ

て
も
ら
っ
た
よ
う
だ
。
近
時
、
各
地
か
ら
出
土
し
た
簡
牘
を
解
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
政
文
書
を
逓
送
す
る
郵
置
シ
ス
テ
ム
が
、

当
時
す
で
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
公
的
な
文
書
を
お
く
る
場
合
で
あ
り
、
私
的
な
書
翰
文
ま
で

配
達
し
て
く
れ
る
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
す
る
と
私
的
な
も
の
は
、
自
分
で
信
使
を
や
と
う
と
か
、
知
友
に
お
く
り
と
ど
け
て
も
ら

う
か
と
か
、
自
分
で
送
達
の
方
法
を
く
ふ
う
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
ろ
う
。
こ
の
場
合
の

｢

南
下
す
る
軍
隊
に
託
し
ま
す｣

と
い
う

の
は
、
軍
隊
に

[
い
る
知
り
あ
い
に
託
し
て]

お
く
り
と
ど
け
て
も
ら
う
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
種
の
私
的
な
書
翰
文
、
発
見
さ
れ
た
も
の
は
ま
だ
少
数
だ
し
、
ま
た
そ
れ
が
い
く
ら
発
見
さ
れ
た
と
し
て
も
、
文
学
史
を
ぬ

り
か
え
る
ほ
ど
、
価
値
の
あ
る
も
の
は
出
現
し
て
こ
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
書
翰
文
を
し
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
わ
れ
は
、

こ
の
種
の
実
用
的
書
翰
の
蓄
積
の
う
え
に
、
歴
史
に
の
こ
る
す
ぐ
れ
た
書
翰
文
が
か
か
れ
た
こ
と
に
、
あ
ら
た
め
て
思
い
を
は
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
両
者
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
や
は
り
残
存
す
べ
き
も
の
が
残
存
し
、
そ
う
で
な
い
も
の
が
き
え
て

い
っ
た
こ
と
を
、
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
ち
が
い
な
い
。

で
は
、
欣
や
黒
夫
、
驚
ら
の
書
翰
が
か
か
れ
た
秦
漢
の
時
代
に
お
い
て
、
歴
史
に
の
こ
る
す
ぐ
れ
た
書
翰
文
と
は
、
具
体
的
に
ど

ん
な
作
を
さ
す
の
だ
ろ
う
か
。
す
る
と
、
偽
作
の
疑
い
が
あ
る
李
陵

｢

答
蘇
武
書｣

な
ど
を
の
ぞ
け
ば
、
や
は
り
前
漢
の
司
馬
遷

｢

報
任
少
卿
書｣

が
、
の
こ
る
べ
く
し
て
の
こ
っ
た
佳
作
だ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
で
は
、
こ
の
司
馬
遷
の
書
翰
を
よ
み
な
が
ら
、

こ
の
作
が
卓
越
す
る
理
由
を
か
ん
が
え
て
み
よ
う
。

司
馬
遷
は
武
帝
の
治
世
下
、
太
史
公
だ
っ
た
談
の
子
と
し
て
成
長
し
、
父
の
死
後
、
そ
の
遺
命
に
よ
っ
て

『

史
記』

執
筆
に
力
を

そ
そ
い
で
い
た
。
と
こ
ろ
が
李
陵
の
禍
に
連
座
し
て
、
宮
刑
に
処
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
後
、
ゆ
る
さ
れ
て
中
書
令
と
な
っ
た
彼

の
も
と
に
、
あ
る
日
、
友
人
の
任
安

(

あ
ざ
な
は
少
卿
。
こ
の
と
き
は
益
州
刺
史)

か
ら
書
翰
が
と
ど
い
た
。
そ
れ
は
、｢

貴
殿
は
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も
っ
と
賢
人
を
推
薦
す
べ
き
で
あ
る

[

の
に
、
そ
れ
を
実
行
し
て
い
な
い]｣

と
批
判
す
る
内
容
だ
っ
た

(

佚)

。
遷
は
、
こ
れ
に
返

事
を
だ
さ
な
か
っ
た
。
い
や
だ
せ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
か
ら
数
年
た
つ
や
、
書
翰
を
だ
し
た
そ
の
任
安
が
、
戻
太
子
の
乱
に

連
座
し
て
死
刑
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。
い
よ
い
よ
任
安
の
死
刑
執
行
の
日
が
せ
ま
っ
て
く
る
。
司
馬
遷
は
、
こ

の
期
を
お
い
て
は
、
返
事
を
つ
づ
る
と
き
は
な
い
と
観
念
し
た
。
そ
こ
で
彼
は
獄
中
の
任
安
に
む
か
っ
て
、
自
分
の
思
い
を
う
ち
あ

け
た
書
翰
文
を
つ
づ
っ
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
が
こ
の

｢

報
任
少
卿
書｣

で
あ
る
。

こ
の
書
翰
は
一
見
す
る
と
、
冷
静
に
か
か
れ
た
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
だ
が
じ
っ
さ
い
の
と
こ
ろ
は
、
李
陵
の
禍
の
不
条
理
さ
を

か
た
り
、
自
分
を
弁
護
し
て
く
れ
な
か
っ
た
友
人
や
朝
臣
へ
の
、
つ
よ
い
憤
懣
の
情
が
書
翰
の
奥
に
渦
ま
い
て
い
る
。
彼
は
こ
の
文

章
の
な
か
で
、
宦
者
に
さ
れ
た
屈
辱
を
か
た
り
、
自
分
は
も
は
や
世
間
に
で
ら
れ
ぬ
、
恥
ず
べ
き
人
間
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
ん

な
自
分
に
、
貴
殿
は

｢

賢
人
を
推
薦
す
べ
き
だ｣

と
い
う
が
、
そ
ん
な
こ
と
な
ど
で
き
る
は
ず
が
な
い
で
は
な
い
か

と
う
っ

た
え
た
の
で
あ
る
。
書
翰
の
末
尾
ち
か
い
部
分
を
引
用
し
よ
う
。

僕
以
口
語
遇
此
禍
、
重
為
郷
党
所
笑
、
以
汚
辱
先
人
。
亦
何
面
目
、
復
上
父
母
丘
墓
乎
。
雖
累
百
世
、
垢
弥
甚
耳
。
是
以
腸
一

日
而
九
迴
。
居
則
忽
忽
若
有
所
亡
、
出
則
不
知
其
所
往
。
毎
念
斯
恥
、
汗
未
嘗
不
発
背
沾
衣
也
。

私
は
よ
け
い
な
こ
と
を
い
っ
た
た
め
災
禍
に
で
く
わ
し
、
さ
ら
に
郷
里
の
人
び
と
の
笑
い
も
の
に
さ
れ
て
、
亡
父
の
名
を
は

ず
か
し
め
て
し
ま
い
ま
し
た
。
い
っ
た
い
な
ん
の
面
目
が
あ
っ
て
、
父
母
の
墓
に
お
参
り
で
き
ま
し
ょ
う
か
。
た
と
え
百
世

た
っ
て
も
、
こ
の
恥
辱
は
ふ
か
ま
る
ば
か
り
で
す
。
こ
の
た
め
、
日
に
腸

は
ら
わ
たが
九
た
び
も
ね
じ
れ
る
か
の
よ
う
で
す
。
家
居
し

て
は
、
茫
然
と
重
要
な
も
の
を
逸
し
た
か
の
よ
う
、
外
出
し
て
も
、
ゆ
く
先
も
わ
か
ら
ぬ
よ
う
な
あ
り
さ
ま
で
す
。
こ
の
恥

辱
を
想
起
す
る
た
び
、
い
つ
も
汗
が
背
に
う
か
び
衣
服
を
ぬ
ら
す
の
で
す
。

司
馬
遷
は
任
安
に
む
か
っ
て
、
自
分
の
心
の
奥
に
秘
め
て
い
た
思
い
、
す
な
わ
ち
宦
官
と
さ
れ
て

｢

亡
父
の
名
を
は
ず
か
し
め｣
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た
こ
と
の
無
念
を
か
た
り
、｢

た
と
え
百
世
た
っ
て
も
、
こ
の
恥
辱
の
思
い
は
ひ
ど
く
な
る
ば
か
り
で｣

、｢

腸
は
ら
わ
たが
日
に
九
た
び
も
ね

じ
れ
る
か
の
よ
う｣

だ
、
と
赤
裸
々
に
ぶ
ち
あ
け
て
い
る
。
清
の
林
雲
銘
は
こ
の
書
翰
を
、｢

一
篇
全
体
に
悲
愴
な
思
い
が
あ
ふ
れ
、

涕
泣
す
る
が
ご
と
く
う
っ
た
え
る
が
ご
と
し
だ
。
お
そ
ら
く
始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
、
一
気
呵
成
に
か
き
つ
づ
っ
た
の
だ
ろ
う｣

(『

古
文
析
義』

巻
八)

と
評
し
て
い
る
。
こ
の
評
言
は
肯
綮
に
あ
た
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。
司
馬
遷
は
、
刑
死
を
ま
じ
か
に
し
た
任
安

に
だ
け
、
こ
う
し
た
心
の
深
奥
を
ぶ
ち
ま
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
以
外
の
者
に
は
い
え
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
だ
け
彼
の
苦
悩
は
ふ
か
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
苦
悩
の
ふ
か
さ
が
、
後
世
の
読
者
に
感
動
を
よ
び
お
こ
す
の
だ
ろ
う
。

こ
の
秦
漢
の
こ
ろ
か
ら
、
私
的
な
感
慨
や
用
件
を
叙
し
た
書
翰
文
が
、
右
の
司
馬
遷
書
翰
以
外
に
も
、
史
書
等
に
い
く
ら
か
記
録

さ
れ
は
じ
め
る
。
た
と
え
ば
、
爵
位
を
う
し
な
い
庶
人
と
さ
れ
た
こ
と
へ
の
無
念
を
叙
し
た
楊
�｢

報
孫
会
宗
書｣

、
隠
者
の
あ
り

か
た
を
論
じ
た
李
固

｢

遣
黄
瓊
書｣
、
夫
婦
の
情
愛
を
か
た
っ
た
秦
嘉

｢

与
妻
書｣

や

｢

重
報
妻
書｣

、
お
よ
び
そ
の
妻
徐
淑
の
返
書

｢

答
秦
嘉
書｣

な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
時
期
に
は
、
自
分
の
息
子
や
一
族
の
子
弟
に
訓
戒
を
た
れ
た
書
翰
も
す
く
な
く

な
い
。
孔
蔵

｢

給
子
琳
書｣

、
張
奐

｢

誡
兄
子
書｣

、
劉
向

｢

戒
子
�
書｣

、
馬
援

｢

誡
兄
子
厳
敦
書｣

、
楊
礼
珪

｢

敕
二
婦｣

、
杜
泰

姫

｢

教
子｣

｢

戒
諸
女
及
婦｣

、
鄭
玄

｢

誡
子
益
恩
書｣

な
ど
が
そ
れ
だ
。
こ
れ
ら
は
概
し
て
短
篇
の
も
の
が
お
お
い
が

(

ほ
ん
ら
い

は
、
も
っ
と
な
が
か
っ
た
の
だ
ろ
う)

、
い
ず
れ
も
真
摯
に
教
訓
を
た
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
両
漢
に
か
か
れ
た
書
翰
を
よ
ん
で
み
る
と
、
文
飾
は
と
ぼ
し
い
が
、
内
容
は
真
剣
さ
を
有
し
、
読
者
の
心
を
う
つ
も
の
が

お
お
い
。
ま
た
虚
構
め
い
た
発
言
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
の
も
、
こ
の
時
期
の
書
翰
の
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
時
期
の

書
翰
文
こ
そ
、
劉
�
の
い
う

｢

言
を
尽
く｣

す
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
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四

六
朝
の
書
翰
文

さ
て
、
秦
漢
ま
で
の
書
翰
文
の
歴
史
を
駆
け
あ
し
で
み
わ
た
し
て
き
、
よ
う
や
く
六
朝
の
入
口
ま
で
た
ど
り
つ
い
た
。
こ
の
期
の

書
翰
文
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
く
わ
し
く
論
じ
る
予
定
な
の
で
、
こ
こ
で
は
、
六
朝
書
翰
の
内
容
が
信
用
す
る
に
た
り
、

｢

作
家
自
身
の
簡
潔
な
注
釈｣

に
な
り
え
る
の
か

の
問
題
に
注
目
し
な
が
ら
、
そ
の
あ
り
よ
う
を
概
観
し
て
み
よ
う
。

六
朝
に
は
い
る
と
、
書
翰
の
文
は

｢

よ
く
も
わ
る
く
も
、
洗
練
さ
れ
て
き
た｣

と
い
っ
て
よ
い
。
で
は
、｢

よ
く
洗
練
さ
れ
た｣

と
は
、
ど
ん
な
こ
と
を
さ
し
、｢
わ
る
く
洗
練
さ
れ
た｣

と
は
、
ど
ん
な
こ
と
を
い
う
の
か
、
私
な
り
に
説
明
し
て
ゆ
こ
う
。

ま
ず
、｢

よ
く
洗
練
さ
れ
た｣
ほ
う
か
ら
い
え
ば
、
文
章
が
潤
色
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
右
で
も
ひ
い

た
�
斌
杰
氏
の
同
書
が
、

や
が
て
六
朝
と
な
り
、
駢
文
が
興
起
す
る
に
と
も
な
っ
て
、
辞
藻
を
重
視
し
雅
致
を
追
求
し
た
、
純
文
学
的
性
格
を
も
っ
た
書

簡
小
品
が
出
現
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
文
采
上
か
ら
い
え
ば
、
称
賛
す
べ
き
箇
所
も
な
い
で
は
な
い
。(

同
書
一
四
七
頁)

と
い
う
よ
う
に
、
六
朝
期
に
な
る
と
、｢

純
文
学
的
性
格
を
も
っ
た
書
簡
小
品｣

が
発
生
し
て
き
た
。
こ
こ
で
氏
が
指
摘
さ
れ
る

｢

辞
藻
を
重
視
し｣

｢

雅
致
を
追
求
し
た｣

な
る
も
の
が
、
な
に
を
意
味
す
る
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
お
そ
ら
く
書
翰
の
文
章
が

潤
色
さ
れ
て
、
格
調
た
か
い
表
現
に
な
っ
た
こ
と
を
さ
す
の
だ
ろ
う
。
具
体
的
に
は
、
書
翰
文
の
冒
頭
に
優
美
な
時
候
の
あ
い
さ
つ

が
布
置
さ
れ
る
こ
と
、
対
偶
や
典
故
を
駆
使
し
た
美
文
で
つ
づ
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
山
水
や
艶
情
ま
で
叙
さ
れ
て
内
容
が
ゆ
た
か

に
な
る
こ
と

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

い
っ
ぽ
う
、｢

わ
る
く
洗
練
さ
れ
た｣

ほ
う
は
、
内
容
に
虚
飾
が
お
お
く
て
、
信
用
し
に
く
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
両
漢
あ
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た
り
ま
で
は
、
書
翰
文
に
か
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、[

も
ち
ろ
ん
例
外
も
あ
る
が]

概
し
て
事
実
で
あ
り
、
真
実
の
思
い
を
吐
露
し

た
も
の
と
解
し
て
よ
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
六
朝
の
書
翰
文
と
な
る
と
、
そ
の
内
容
が
事
実
で
あ
り
、
真
情
を
吐
露
し
て
い
る
か
は
、

か
な
り
あ
や
し
い
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
慎
重
に
判
断
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
き
た
。
具
体
的
な
例
と
し
て
は
、[

注
４
で
あ
げ

た
よ
う
な]
内
心
は
立
身
し
た
く
て
た
ま
ら
な
い
の
に
、
書
翰
文
で
は

｢

隠
遁
し
た
い｣

な
ど
と
か
く
ケ
ー
ス
が
そ
れ
だ
。
六
朝
で

は
そ
う
し
た
た
ぐ
い
の
、
虚
飾
ふ
う
内
容
が
ふ
え
て
き
た
の
で
あ
る
。

六
朝
の
書
翰
文
は
こ
う
し
た
、｢

よ
く
も

(

＝
文
章
が
潤
色
さ
れ
る)

わ
る
く
も

(

＝
内
容
に
虚
飾
が
お
お
い)

洗
練
さ
れ
て
き

た｣

傾
向
を
、
大
な
り
小
な
り
有
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
こ
と
を
了
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
そ
う
し
た
特
徴
を
具
備

し
た
事
例
を
し
め
す
の
が
早
道
だ
ろ
う
。
す
る
と
ふ
さ
わ
し
い
事
例
と
し
て
、
蕭
繹
こ
と
梁
元
帝
が
か
い
た

｢

又
与
武
陵
王
紀
書｣

と
い
う
書
翰
文
が
あ
げ
ら
れ
そ
う
だ
。
以
下
、
こ
の
書
翰
文
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

梁
王
朝
の
末
期
、
よ
う
や
く
侯
景
の
乱
を
終
息
さ
せ
た
蕭
繹(

武
帝
の
第
七
子
。
五
〇
八
〜
五
五
五)

は
、
承
聖
元
年(

五
五
二)

十
一
月
に
江
陵
で
皇
帝
の
位
に
つ
い
た
。
だ
が
そ
れ
以
前
か
ら
、
都
の
建
康
を
占
拠
さ
れ
て
い
た
梁
の
皇
族
た
ち
は
、
侯
景
に
あ
や

つ
ら
れ
る
簡
文
帝

(

在
位
五
四
九
〜
五
五
一)
に
見
切
り
を
つ
け
、
お
の
が
根
拠
地
で
自
立
の
動
き
を
つ
よ
め
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
れ

ゆ
え
、
い
ま
さ
ら
蕭
繹
が
即
位
し
た
と
い
っ
て
も
、
彼
ら
は
そ
の
政
権
に
服
従
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

元
帝
の
弟
に
あ
た
る
蕭
紀(

武
帝
の
第
八
子
。
五
〇
八
〜
五
五
三)

も
、
そ
の
ひ
と
り
だ
っ
た
。
彼
は
元
帝
よ
り
七
か
月
は
や
く
、

同
年
四
月
に
蜀
の
地
で
皇
帝
を
称
し
て
い
た
の
で
、
い
ま
さ
ら
後
に
ひ
け
ず
、
兄
の
元
帝
と
対
立
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

か
く
し
て
蕭
紀
は
、
侯
景
討
伐
を
名
目
に
し
て
軍
を
ひ
き
い
て
東
下
し

(

侯
景
は
承
聖
元
年
四
月
に
殺
害
さ
れ
て
い
た)

、
翌
二
年

(

五
五
三)

五
月
に
は
西
陵
に
い
た
っ
て
、
元
帝
の
軍
勢
と
対
峙
し
た
。
た
だ
し
状
況
は
、
兄
軍
の
ほ
う
が
優
勢
で
あ
っ
た
。
元
帝

が
西
魏
に
要
請
し
て
、
蕭
紀
の
根
拠
地
た
る
蜀
地
に
軍
を
侵
入
せ
し
め
た
の
で
、
蕭
紀
は
お
の
が
根
拠
地
も
あ
や
う
く
な
っ
て
し
ま
っ
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て
い
た
か
ら
だ

(

６)

。
そ
う
し
た
な
か
同
年
六
月
、
元
帝
は
弟
に
む
か
っ
て
こ
の
書
翰

｢

又
与
武
陵
王
紀
書｣

を
お
く
っ
た
の
だ
っ
た
。

そ
の
書
翰
を

『

南
史』

蕭
紀
伝
か
ら
ひ
け
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

(

７)

。

①
甚
苦
大
智
。
季
月
煩
暑
、
流
金
爍
石
、

聚
蚊
成
雷○

、

封
狐
千
里●

。

②
以
茲
玉
体
、
辛
苦
行
陣
。
乃
眷
西
顧
、
我
労
如
何
。

③
自

�
醜
憑
陵○

、
吾

年
為
一
日
之
長●

、
膺
此
楽
推
、
事
帰
当
璧
。
儻
遣
使
乎
、
良
所
希
也
。

羯
胡
叛
換●

、

属
有
平
乱
之
功○

、

如
曰
不
然
、
於
此
投
筆
。
友
于
兄
弟
、
分
形
共
気
。

兄
肥
弟
�
、
無
復
相
代
之
期○

、

譲
棗
推
梨
、
長
罷
歓
愉
之
日●

。

上
林
静
拱
、
聞
四
鳥
之
哀
鳴○

、
心
乎
愛
矣
、
書
不
尽
言
。

宣
室
披
図
、
嗟
万
始
之
長
逝●

。

①
ご
く
ろ
う
だ
な
、
大
智
よ
。
六
月
の
猛
暑
た
る
や
、
金
を
と
か
し
石
も
や
く
ほ
ど
だ
。
蚊
の
羽
音
は
雷
の
よ
う
だ
し
、

狐
も
あ
ち
こ
ち
に
出
没
し
て
い
る
。

②
そ
の
な
か
、
お
ま
え
は
み
ず
か
ら
た
っ
て
、
軍
隊
を
指
揮
し
て
い
る
。
私
は
お
ま
え
の
い
る
西
方
を
な
が
め
や
っ
て
は
、

だ
い
じ
ょ
う
ぶ
か
な
と
心
配
し
て
い
る
よ
。

③
夷
狄
ど
も
が
の
さ
ば
り
、
羯
胡
ど
も
が
跋
扈
し
て
い
る
な
か
、
私
は
年
長
で
あ
り
、
多
少
の
功
績
も
あ
っ
て
、
衆
人
に

よ
っ
て
推
戴
さ
れ
、
け
っ
き
ょ
く
即
位
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
も
し
お
ま
え
が
使
者
を
派
遣
し
て[

私
の
践
祚
を
み
と
め
て]

く
れ
る
の
な
ら
、
あ
り
が
た
い
ん
だ
が
な
。
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だ
が
、
お
ま
え
が
納
得
で
き
ぬ
と
い
う
の
だ
っ
た
ら
、
も
う
こ
れ
以
上
、
こ
の
書
翰
を
か
き
つ
づ
け
る
こ
と
も
な
い
。
我

わ
れ
兄
弟
は
親
密
で
、
身
体
は
べ
つ
で
も
精
神
は
つ
な
が
っ
て
い
た
。
だ
が
、[

趙
兄
弟
の
よ
う
に]

兄
が
ふ
と
り
弟
が
や

せ
て
い
て
も
、
も
は
や
身
代
わ
り
に
な
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。[

王
泰
と
孔
融
の
よ
う
に
兄
弟
で]

棗
や
梨
を
ゆ
ず
り
あ
う
仲

だ
っ
た
が
、
そ
ん
な
親
愛
の
日
々
は
と
お
い
昔
と
な
っ
た
。
上
林
苑
で
静
座
し
て
い
て
も
、
鳥
が
四
方
に
離
別
す
る
哀
声
が

き
こ
え
、
宣
室
で
書
物
を
ひ
ら
い
て
も
、[

陸
機
陸
雲
兄
弟
の]

万
始
亭
の
惜
別
を
な
げ
く
だ
け
。
心
か
ら
お
ま
え
の
こ
と

を
お
も
っ
て
い
る
よ
。
手
紙
で
は
思
い
を
い
い
つ
く
せ
な
い
。

こ
の
書
翰
文

(

こ
れ
で
全
文)

は
、
表
面
的
に
は
、
過
去
の
う
る
わ
し
い
兄
弟
の
情
を
想
起
し
な
が
ら
、
現
今
の
対
立
状
況
を
な

げ
い
た
も
の
と
み
な
せ
そ
う
だ
。
元
帝
は
、
当
時
の
書
翰
の
定
型
た
る
三
段
構
成

(｢

①
時
候
の
あ
い
さ
つ
、
②
相
手
の
よ
う
す
、

③
自
分
の
近
況｣

と
い
う
構
成
。
右
引
用
の
①
②
③
は
こ
れ
に
対
応
し
て
い
る)

に
依
拠
し
て
つ
づ
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
構
成
に

し
た
が
っ
て
、
以
下
で
概
観
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
①
の
時
候
の
あ
い
さ
つ
と
②
の
相
手
の
よ
う
す
と
は
、
兄
弟
両
軍
の
対
決
さ
な
か
と
い
う
状
況
の
せ
い
か
、
き
わ
め
て
簡

略
で
あ
る
。
は
じ
め
に
①

｢

六
月
の
猛
暑
た
る
や｣
云
々
と
き
び
し
い
暑
さ
を
叙
し
、
つ
い
で
②

｢

そ
の
な
か
、
お
ま
え
は
み
ず
か

ら
た
っ
て
、
軍
隊
を
指
揮
し
て
い
る｣

云
々
と
、
蕭
紀
の
よ
う
す
を
想
像
し
つ
つ
、
ね
ぎ
ら
い
の
こ
と
ば
を
か
け
て
い
る
。
戦
い
の

さ
な
か
と
は
い
え
、
い
か
に
も
兄
ら
し
い
行
文
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

つ
ぎ
の
③

｢

夷
狄
ど
も
が
の
さ
ば
り｣

以
後
が
、
こ
の
書
翰
の
中
心
部
分
と
な
る
。
こ
こ
で
元
帝
は
自
分
の
近
況
、
つ
ま
り
自
己

の
践
祚
と
そ
の
後
の
状
況
を
か
た
っ
て
い
る
。
夷
狄
ど
も

(

侯
景
と
そ
の
一
党)

が
南
方
の
地
を
跋
扈
し
た
な
か
、
私
は
梁
室
の
な

か
で
年
長
で
あ
り
、
ま
た
侯
景
を
た
い
ら
げ
た
功
も
あ
っ
て
、
衆
に
お
さ
れ
て
帝
位
に
つ
い
た
。
つ
い
て
は
、
お
ま
え

(

蕭
紀)

も

使
者
を
派
遣
し
て
、
私
の
践
祚
を
み
と
め
て
く
れ
れ
ば
、
あ
り
が
た
い
ん
だ
が
な
、
と
い
う
。
か
く
近
況
を
の
べ
た
あ
と
、
元
帝
は
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｢

お
ま
え
が
納
得
で
き
ぬ
と
い
う
の
だ
っ
た
ら｣

(

如
曰
不
然)

以
下
で
、
弟

(

蕭
紀)

と
訣
別
す
る
覚
悟
を
か
た
っ
て
ゆ
く
。
そ

れ
で
も
元
帝
は
、
内
心
で
弟
と
訣
別
す
る
意
志
を
か
た
め
な
が
ら
も
、
け
っ
し
て
あ
ら
あ
ら
し
い
罵
言
な
ど
は
な
げ
つ
け
な
い
。
い

か
に
も
六
朝
期
の
洗
練
さ
れ
た
貴
人
ら
し
く
、
典
故
を
ひ
き
つ
つ
典
雅
に
、
そ
し
て
対
偶
を
構
成
し
つ
つ
華
麗
に
、
兄
弟
訣
別
を
か

な
し
む
こ
と
ば
を
つ
づ
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

こ
こ
の
隔
句
対

｢

兄
肥
弟
�
、
無
復
相
代
之
期
、
譲
棗
推
梨
、
長
罷
歓
愉
之
日｣

に
つ
か
わ
れ
た
典
故
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を

紹
介
し
て
み
よ
う
。
ま
ず

｢

兄
肥
弟
�｣

二
句
で
は
、
後
漢
の
趙
兄
弟
の
故
事
を
も
ち
い
て
い
る

(『

後
漢
書』

趙
孝
伝)

。
当
時
、

天
下
に
飢
餓
が
ひ
ろ
ま
っ
て
い
た
。
賊
が
弟
の
趙
礼
を
と
ら
え
て
、
そ
の
身
を
く
お
う
と
し
た
。
す
る
と
兄
の
趙
孝
は
、
自
縛
し
て

賊
の
も
と
へ
ゆ
き
、｢

弟
は
や
せ
て
い
ま
す
。
肥
満
し
た
私
が
弟
の
身
代
わ
り
と
し
て
く
わ
れ
ま
す｣

と
い
っ
た
。
賊
は
お
ど
ろ
い

て
二
人
と
も
解
放
し
た
、
と
い
う
話
で
あ
る
。

つ
い
で

｢

譲
棗
推
梨｣

二
句
の
ほ
う
は
、
二
つ
の
典
拠
を
も
つ
。｢

譲
棗｣

は
梁
の
王
泰
の
故
事
。
彼
が
ま
だ
数
歳
だ
っ
た
と
き
、

祖
母
が
孫
や
姪
を
あ
つ
め
て
棗
栗
を
床
上
に
ち
ら
ば
せ
た
。
他
の
子
は
み
な
き
そ
っ
て
棗
栗
を
と
っ
た
が
、
王
泰
だ
け
は
と
ら
な
い
。

祖
母
が
ど
う
し
て
と
ら
な
い
の
か
と
た
ず
ね
る
と
、
王
泰
は

｢

と
ら
な
く
て
も
、
き
っ
と
も
ら
え
る
か
ら
で
す｣

と
こ
た
え
た
と
い

う
。
ま
た

｢

推
梨｣

は
後
漢
の
孔
融
の
故
事
。
彼
が
四
歳
の
と
き
、
兄
と
い
っ
し
ょ
に
梨
を
た
べ
た
。
孔
融
は
い
つ
も
ち
い
さ
い
梨

を
と
る
の
で
、
大
人
が
ど
う
し
て
か
と
た
ず
ね
る
と
、
融
は

｢
私
は
こ
ど
も
で
す
か
ら
、
ち
い
さ
い
ほ
う
で
充
分
で
す｣

と
こ
た
え

た
、
と
い
う
話
だ
。
い
ず
れ
も
兄
弟
間
の
友
愛
や
謙
譲
を
意
味
す
る
、
う
る
わ
し
い
話
柄
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
四
句
の
い
わ
ん

と
す
る
こ
と
は
、
我
わ
れ
兄
弟
は
か
つ
て
、
こ
の
典
故
の
ご
と
く
仲
む
つ
ま
じ
か
っ
た
。
だ
が
現
今
た
る
や
、｢

も
は
や
身
代
わ
り

に
な
る
こ
と
は
で
き
ぬ｣

｢

親
愛
の
日
々
は
と
お
い
昔
と
な
っ
た｣

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
元
帝
は
、
最
後
に

｢

上
林
苑
で
静
座
し
て
い
て
も
云
々｣

｢

宣
室
で
書
物
を
ひ
ら
い
て
も
云
々｣

と
、
兄
弟
が
別
離
す
る
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意
の
典
故
二
条

(

詳
細
は
注
６)

を
引
用
し
て
、
自
分
た
ち
の
訣
別
を
暗
示
し
つ
つ
、
こ
の
書
翰
文
を
と
じ
て
い
る
。
こ
の
と
き
、

元
帝
の
軍
と
蕭
紀
の
軍
と
の
あ
い
だ
で
は
、
す
で
に
攻
防
が
は
じ
ま
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
緊
迫
し
た
状
況
の
な
か
、
元
帝
は
軍
の

指
揮
や
作
戦
立
案
な
ど
で
多
忙
だ
っ
た
に
相
違
な
い
が
、
そ
れ
で
も
典
故
や
対
偶
を
多
用
し
た

(

ま
た
平
仄
も
整
斉
し
て
い
る)

右

の
ご
と
き
美
文
書
翰
を
、
さ
っ
と
つ
づ
っ
た
わ
け
だ
。
そ
の
操
筆
立
成
の
能
力
た
る
や
、
お
ど
ろ
く
べ
し
。

こ
う
し
た
、
一
見
せ
つ
な
そ
う
な
美
文
書
翰
を
お
く
っ
た
元
帝

。
だ
が
、
彼
は
こ
の
と
き
、
兄
弟
訣
別
と
い
う
悲
痛
な
情

緒
の
な
か
で
た
ゆ
た
う
ど
こ
ろ
か
、
き
っ
ぱ
り
骨
肉
の
情
を
す
て
さ
っ
て
い
た
。
西
魏
の
軍
と
連
携
し

[

弟
の
根
拠
地
の]

蜀
地
に

侵
入
さ
せ
る
と
い
う
有
利
な
情
勢
下
、
元
帝
は
友
愛
の
ひ
と
か
ら
非
情
の
ひ
と
へ
と
人
格
を
き
り
か
え
、
弟
を
殺
害
す
る
意
志
を
か

た
め
て
い
た
の
だ
っ
た

(
注
６
も
参
照)

。
書
翰
で

｢

使
者
を
派
遣
し
て

[

私
の
践
祚
を
み
と
め
て]

く
れ
る
の
な
ら
、
あ
り
が
た

い
ん
だ
が
な｣

と
つ
づ
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
舌
先
三
寸
の
巧
言
に
す
ぎ
ず
、
じ
っ
さ
い
は
彼
は
蕭
紀
殺
害
を
決
意
し
て
い
た
は
ず

だ
。
そ
の
意
味
で
、
書
翰
中
の

｢

も
は
や
身
代
わ
り
に
な
る
こ
と
は
で
き
ぬ｣

[

親
愛
の
日
々
は
と
お
い
昔
と
な
っ
た｣

と
い
う
こ

と
ば
は
、
兄
弟
の
訣
別
を
な
げ
い
て
い
る
の
で
な
く
、
じ
つ
は
弟
の
殺
害
を
決
意
し
、
予
告
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
弟
の
蕭
紀
の
ほ
う
、
お
ろ
か
だ
っ
た
の
か
、
ひ
と
が
よ
す
ぎ
た
の
か
、
書
翰
文
の
真
意
に
も
、
兄
の
決
意
に
も
、
気
づ
か

な
か
っ
た
よ
う
だ
。
書
翰
中
の

[

兄
弟
間
の
友
愛
や
謙
譲
を
意
味
す
る]

う
る
わ
し
い
典
故
に
ま
ど
わ
さ
れ
、
兄
が
自
分
を
殺
害
す

る
意
志
を
か
た
め
た
と
は
、
お
も
い
い
た
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
書
翰
を
よ
ん
だ
蕭
紀
は
、
敗
戦
必
至
の
状
況
を
さ
と
り
、
臣
下
を
派
遣
し
て
和
睦
の
道
を
さ
ぐ
っ
た
。
し
か
し
殺
害
を
決
意

し
た
元
帝
は
、
も
は
や
相
手
に
し
て
く
れ
な
い
。
兄
の
軍
に
包
囲
さ
れ
た
蕭
紀
は
、
舟
上
で
長
椅
子
の
ま
わ
り
を
は
し
り
な
が
ら
、

兄
軍
の
将
に
金
を
な
げ
て

｢

も
う
い
ち
ど
兄
に
あ
わ
せ
て
く
れ｣

と
懇
願
し
た
と
い
う
。
彼
は
こ
の
期
に
お
よ
ん
で
も
、
兄
に
あ
っ

て
命
乞
い
す
れ
ば
、
ゆ
る
し
て
も
ら
え
る
と
お
も
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
蕭
紀
の
懇
願
に
、
兄
軍
の
将
は
殺
害
を
躊
躇
し
、
包
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囲
し
た
ま
ま
時
間
が
す
ぎ
て
ゆ
く
。
だ
が
、
元
帝
の
決
意
は
ゆ
る
が
な
い
。
前
線
か
ら
の
そ
う
し
た
報
告
を
う
け
る
や
、
元
帝
は

｢
け
っ
し
て
弟
を
い
か
し
て
は
な
ら
ぬ｣

と
軍
を
督
励
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
つ
い
に
、
か
け
よ
っ
て
き
た

[

蕭
紀
の]

息
子
と

も
ど
も
、
舟
上
で
蕭
紀
父
子
を
斬
殺
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。『

南
史』

蕭
紀
伝
は
そ
の
最
期
を
、

[
兄
軍
の
兵
は]

刃
や
い
ば
を
拔
き
舟
に
升の
ぼ

り
、
左
右
よ
り
奔は
し

り
擲あ
が

る
。
第
五
子

[

の
蕭]

円
満
は
馳は

せ
来
た
り
て
父
に
就つ

く
も
、

[

蕭]
紀
の
首
既
に
落
つ
る
や
、
円
満
の
躯
も
亦
た
分
か
れ
り
。

と
叙
し
て
い
る
。
と
き
に
承
聖
二
年

(

五
五
三)

七
月
、
享
年
四
十
六
で
あ
っ
た
。
元
帝
が

｢

又
与
武
陵
王
紀
書｣

を
つ
づ
っ
て
か

ら
、
ほ
ぼ
一
か
月
後
の
死
だ
っ
た
。

こ
の
元
帝

｢

又
与
武
陵
王
紀
書｣

に
お
い
て
は
、
文
面
の
兄
弟
の
訣
別
を
な
げ
く
こ
と
ば
と
、
内
心
の
冷
酷
な
心
情
と
の
あ
い
だ

に
、
は
げ
し
い
落
差
が
存
在
し
て
い
る
。
文
辞
の
う
え
で
は
、
対
偶
や
典
故
で
装
飾
し
つ
つ
兄
弟
友
愛
の
情
を
つ
づ
り
、
現
今
の
対

立
を
な
げ
い
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
じ
つ
、
内
心
で
は

｢

弟
を
殺
害
す
る
ぞ｣

と
決
意
を
か
た
め
て
い
た
の
だ
。
元
帝
は

『

老
子』

を
こ
の
ん
で
い
た
と
い
う
。
こ
の

『

老
子』
は
無
為
や
柔
弱
の
道
を
説
い
た
書
物
だ
。
舟
輿
が
あ
っ
て
も
の
る
こ
と
な
く
、
武
器
が

あ
っ
て
も
使
用
す
る
こ
と
の
な
い
、
小
国
寡
民
の
世
界
を
理
想
と
し
て
い
た
。
だ
が
、
こ
の
と
き
の
元
帝
の
心
中
に
は
、
そ
う
し
た

老
子
的
柔
弱
の
精
神
は
、
影
も
形
も
の
こ
っ
て
い
な
か
っ
た
。
元
帝
は
さ
っ
さ
と
柔
弱
の
精
神
や
兄
弟
の
き
ず
な
と
訣
別
し
、
お
の

が
権
力
の
確
立
を
も
と
め
た
の
で
あ
る
。

こ
の
元
帝

｢

又
与
武
陵
王
紀
書｣

を
よ
ん
だ
明
の
張
溥
は
、

間
読
梁
元
帝
与
武
陵
王
書
。
言

｢

兄
肥
弟
�
、
譲
棗
推
梨
、
上
林
静
拱
、
宣
室
披
図｣

。
友
于
之
情
、
三
復
流
涕
。
漢
明
東
海
、

詞
無
以
加
。
乃
縦
兵
六
門
、
参
夷
流
血
。
同
室
之
鬥
、
甚
于
寇
讎
。
外
為
可
憐
之
言
、
内
無
急
難
之
痛
。
狡
人
好
語
、
固
難
以

嘗
測
也
。
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ち
か
ご
ろ
梁
元
帝

(

蕭
繹)

の

｢

又
与
武
陵
王
紀
書｣

を
よ
ん
だ
が
、
そ
こ
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
節
が
あ
っ
た
。｢

か
つ

て
は
兄
弟
で
た
す
け
あ
っ
て
き
た
が
、
も
は
や
援
助
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
兄
弟
で
ゆ
ず
り
あ
っ
て
き
た
が
、
も
う
た
の
し

い
時
期
は
お
わ
っ
た
の
だ
。
上
林
苑
で
静
座
し
て
い
て
も
、
鳥
が
四
方
に
離
別
す
る
哀
声
が
き
こ
え
、
宣
室
で
書
物
を
ひ
ら

い
て
も
、[

陸
機
陸
雲
兄
弟
の]

万
始
亭
の
惜
別
を
な
げ
く
だ
け｣

。
こ
こ
に
は
兄
弟
の
親
愛
の
情
が
こ
も
っ
て
お
り
、
何
度

よ
み
か
え
し
て
も
涙
が
で
て
く
る
ほ
ど
だ
。
後
漢
の
明
帝

(

兄)

と
東
海
王
劉
蒼

(

弟)

と
は
兄
弟
仲
が
よ
か
っ
た
と
い
う

が
、
そ
れ
と
て
、
こ
の
蕭
兄
弟
以
上
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
元
帝
は
六
門
に
武
威
を
ふ
る
っ
て
、
肉
親
を
殺
戮
し
た
の
だ
。
骨
肉
ど
う
し
の
争
い
が
、
寇
仇
と
の
戦

い
よ
り
も
激
烈
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、
書
翰
の
な
か
で
恩
情
あ
る
こ
と
ば
を
つ
ら
ね
な
が
ら
、
内
心
で
は
容
赦
す
る
気

な
ど
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
。
狡
猾
な
人
間
が
発
す
る
き
れ
い
ご
と
た
る
や
、
ま
こ
と
に
真
意
が
う
か
が
い
し
れ
ぬ
も

の
だ
。

と
の
べ
て
い
る

(『

漢
魏
六
朝
百
三
家
集』
梁
元
帝
集
題
辞)

。
こ
の
張
溥
の
批
評
は
、
書
翰
中
の
う
る
わ
し
い
発
言
と
現
実
の
冷
酷

な
心
情
と
の
、
は
げ
し
い
落
差
を
率
直
に
指
摘
し
た
も
の
だ
。
た
し
か
に
、
う
る
わ
し
い
書
翰
文
を
お
く
っ
た
あ
と
、
さ
っ
さ
と
弟

を
殺
戮
し
た
元
帝
の
行
為
に
は
、
ど
う
に
も
弁
護
の
し
よ
う
が
な
い
。
さ
ら
に
元
帝
は
、
蕭
紀
を
殺
害
し
た
あ
と
、
蕭
一
族
の
な
か

か
ら
彼
の
籍
を
ぬ
き
、｢

饕
餮｣

(

財
貨
を
む
さ
ぼ
る
と
い
う
伝
説
上
の
怪
物
の
名
。
古
代
の
銅
器
な
ど
に
刻
さ
れ
て
い
る)

と
い
う

姓
を
た
ま
わ
っ
た
と
い
う
。
彼
が
い
か
に
蕭
紀
を
憎
悪
し
て
い
た
か
が
、
よ
く
う
か
が
え
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
。
そ
の
意
味
で
、
張
溥

の

｢

狡
猾
な
人
間
が
発
す
る
き
れ
い
ご
と
た
る
や
、
ま
こ
と
に
真
意
が
う
か
が
い
し
れ
ぬ
も
の
だ｣

と
い
う
評
言
に
は
、
現
代
の
我

わ
れ
も
同
意
せ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
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五

簡
潔
な
注
釈
た
り
う
る
か

以
上
、｢
よ
く
も

(

＝
文
章
が
潤
色
さ
れ
る)

わ
る
く
も

(

＝
内
容
に
虚
飾
が
お
お
い)

洗
練
さ
れ
て
き
た｣

六
朝
書
翰
の
事
例

と
し
て
、｢
又
与
武
陵
王
紀
書｣

を
ざ
っ
と
み
て
き
た
。
こ
の
元
帝
書
翰
、
た
し
か
に
対
偶
や
典
故
に
よ
っ
て
潤
色
さ
れ
た
文
章
と
、

虚
飾
の
お
お
い
内
容
と
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
、
了
解
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
お
も
う
。

こ
う
し
た
書
翰
、
な
か
で
も
そ
の
文
章
と
内
容
と
の
は
げ
し
い
落
差
を
ま
の
あ
た
り
に
し
て
、
書
翰
文
は

｢

作
家
自
身
の
簡
潔
な

注
釈
で
も
あ
る｣

と
い
う
魯
迅
の
こ
と
ば
に
、
疑
念
を
感
じ
た
ひ
と
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。｢

元
帝
は
書
翰
中
で
本
音
を
か
た
っ

て
い
な
か
っ
た
。
か
く
本
音
を
か
た
っ
て
い
な
い
以
上
、
書
翰
は
作
家
自
身
の
注
釈
に
は
な
り
え
な
い
の
で
は
な
い
か｣

と
。

し
か
し
、
そ
の
疑
念
は
た
だ
し
く
な
い
。『

南
史』

元
帝
伝
末
尾
で
は
、
元
帝
の
性
格
に
つ
い
て
、

性
好
矯
飾
、
多
猜
忌
。
於
名
無
所
假
人
。
微
有
勝
己
者
、
必
加
毀
害
。

う
ま
れ
つ
き
虚
飾
を
こ
の
み
、
猜
疑
心
が
つ
よ
か
っ
た
。
自
分
の
名
声
が
他
人
に
お
と
る
こ
と
を
き
ら
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

す
こ
し
で
も
自
分
よ
り
名
声
た
か
き
人
物
が
お
れ
ば
、
か
な
ら
ず
危
害
を
く
わ
え
た
の
だ
っ
た
。

と
評
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
落
差
は
げ
し
き

｢
又
与
武
陵
王
紀
書｣

の
行
文
こ
そ
、
そ
う
し
た
元
帝
の

｢

う
ま
れ
つ
き
虚
飾

を
こ
の｣

ん
だ
性
格
へ
の
、
適
切
な
注
釈
だ
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
元
帝
の
こ
の
書
翰
は
、
そ
の
潤
色
や
き
れ
い
ご
と
発

言
に
よ
っ
て
、
虚
飾
を
こ
の
ん
だ
彼
の
性
格
を
、
か
え
っ
て
裏
う
ち
し
て
く
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
の
意
味
で
書
翰
文
は
、
や
は
り

｢

作
家
自
身
の
簡
潔
な
注
釈｣

に
な
り
え
る
も
の
だ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
書
翰
文
を
、
本
人
理
解
の
適
切
な
注
釈
と
す
る
た
め
に
は
、
我
わ
れ
は
ぼ
ん
や
り
表
面
だ
け
よ
ん
で
、
満
足
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し
て
い
て
は
な
ら
な
い
。
炯
眼
を
ひ
か
ら
せ
な
が
ら
、
文
章
の
潤
色
や
き
れ
い
ご
と
発
言
の
な
か
か
ら
、
虚
実
を
よ
り
わ
け
、
本
心

を
よ
み
と
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
そ
れ
さ
え
で
き
れ
ば
、
書
翰
を

｢

作
家
自
身
の
簡
潔
な
注
釈｣

に
す
る
こ
と
も
で
き
る

だ
ろ
う
。

で
は
、
そ
う
し
た
炯
眼
を
身
に
つ
け
る
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん｢

行
間
を
よ
む
読
解
力
を
み
が
く
こ
と
。

そ
れ
に
つ
き
る｣
と
い
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
と
お
り
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
う
し
た
言
う
は
や
さ
し
く
行
う
は
か
た
い
方
法
で
な

く
、
凡
人
で
も
虚
実
を
み
わ
け
ら
れ
る
簡
便
な
方
法
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
万
能
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
有
効
な
方
法
が
な
い
で
は
な
い
。
そ
れ
は
書
翰
の
文
体
、
つ
ま
り
文
章
ス
タ
イ
ル

に
注
目
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
私
が
こ
れ
ま
で
書
翰
文
を
よ
ん
で
き
た
範
囲
で
は
、
書
翰
の
文
章
ス
タ
イ
ル
の
洗
練
ぶ

り
と
内
容
の
虚
飾
ぶ
り
と
は
、
比
例
し
て
い
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
か
ら
だ
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
文
章
が
対
偶
や
典
故
を
多
用
す

れ
ば
す
る
ほ
ど
、
内
容
も
た
て
ま
え
ふ
う
発
言
が
お
お
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
だ
か
ら
潤
色
や
美
辞
麗
句
に
ま
ど
わ
さ
れ
ず
、
本
心

は
な
に
か
と
慎
重
に
よ
み
す
す
め
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
っ
ぽ
う
、
対
偶
や
典
故
を
つ
か
わ
ず
素
朴
な
文
章
で
あ
れ
ば
、
そ
の

内
容
も
、
か
ざ
り
の
な
い
、
率
直
な
も
の
に
な
り
や
す
い
。
だ
か
ら
、
発
言
を
そ
の
ま
ま
ス
ト
レ
ー
ト
に
理
解
し
て
よ
い

と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

実
例
を
あ
げ
よ
う
。
文
章
ス
タ
イ
ル
の
洗
練
度
が
た
か
い
、
つ
ま
り
内
容
が
信
頼
し
が
た
い
作
は
、
も
ち
ろ
ん
右
の
元
帝

｢

又
与

武
陵
王
紀
書｣

が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
作
は
対
偶
や
典
故
を
多
用
し
て
、
美
的
文
章
に
ね
り
あ
げ
ら
れ
て
い
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

口
を
つ
い
て
で
る
こ
と
ば
も
、
い
き
お
い
気
ど
っ
た

(

＝
信
用
し
が
た
い)

も
の
に
な
り
や
す
い
わ
け
だ
。

い
っ
ぽ
う
、
文
章
の
洗
練
度
が
ひ
く
く
、
内
容
が
信
頼
で
き
る
の
は
な
に
か
と
い
え
ば
、
右
で
み
た
欣
や
黒
夫
、
驚
ら
の
書
翰
が

そ
れ
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
文
章
に
は
、
ど
ん
な
気
ど
り
も
偽
善
も
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
と
い
う
よ
り
、
そ
ん
な
高
レ
ベ
ル
の
心
の
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動
き
を
表
現
す
べ
き
、
作
文
能
力
を
も
ち
え
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

で
は
六
朝
期
に
か
か
れ
た
作
で
、
そ
う
し
た
信
頼
で
き
る
書
翰
文
は
な
い
の
か
と
い
え
ば
、
内
容
や
行
文
が
こ
れ
に
よ
く
似
た
王

羲
之
の
尺
牘
が
そ
れ
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、

[
胡
桃
帖]

足
下
所
疏
、
云
此
果
佳
。
可
為
致
子
、
当
種
之
。
此
種
彼
胡
桃
皆
生
也
。
吾
篤
喜
種
果
。
今
在
田
里
、
惟
以
此
為

事
。
故
遠
及
足
下
。
致
此
子
者
、
大
恵
也
。

貴
殿
の
お
手
紙
に
、｢

こ
の
果
実
は
味
が
よ
い
。
あ
な
た
に
お
く
る
の
で
、
う
え
て
み
て
く
だ
さ
い｣

と
あ
り
ま
し
た
。
当

地
で
そ
の
胡
桃
を
う
え
た
と
こ
ろ
、
す
べ
て
芽
を
だ
し
ま
し
た
。
私
は
果
樹
を
う
え
る
の
が
だ
い
す
き
で
す
。
い
ま
田
舎
に

お
り
ま
す
の
で
、
い
つ
も
こ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
は
る
ば
る
貴
殿
に
お
願
い
し
ま
す
。
こ
の
種
を
お
送

り
い
た
だ
け
れ
ば
、
す
ご
く
う
れ
し
く
存
じ
ま
す
。

[

節
近
感
歎
情
深
帖]

十
二
月
二
十
二
日
羲
之
白
。
節
近
、
感
歎
情
深
。
得
去
月
二
十
三
日
書
、
知
君
故
苦
。
日
耿
耿
、
善
護

之
。
往
不
。
僕
得
大
寒
疾
、
不
堪
甚
。
力
還
不
具
。
王
羲
之
白
。

十
二
月
二
十
二
日
、
羲
之
が
も
う
し
あ
げ
ま
す
。
節
句
が
ち
か
づ
き
、
感
慨
ぶ
か
く
な
り
ま
し
た
。
先
月
二
十
三
日
の
お
手

紙
を
拝
領
し
、
貴
殿
が
以
前
か
ら

[

病
気
で]
お
苦
し
み
だ
と
し
り
ま
し
た
。
毎
日
、
心
配
し
て
い
ま
す
。
お
だ
い
じ
に
し

て
く
だ
さ
い
。
貴
殿
は
ゆ
か
れ
る
ご
予
定
で
す
か
。
私
も
大
寒
の
病
を
わ
ず
ら
い
、
ひ
ど
く
よ
わ
っ
て
い
ま
す
。
不
具
。
王

羲
之
。

な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
た
ぶ
ん
事
実
そ
の
ま
ま
で
あ
り
、
こ
の
尺
牘
の
本
心
は
ど
こ
に
あ
る
か
な
ど
と
、
よ
け
い
な
こ
と
は
か

ん
が
え
な
く
て
も
よ
か
ろ
う
。

以
上
、
本
稿
で
は
書
翰
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
、
そ
の
あ
ら
ま
し
を
み
わ
た
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
書
翰
文
が
有
す
る
性
質
、
文
章
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の
特
徴
、
六
朝
に
い
た
る
ま
で
の
歴
史
、
六
朝
書
翰
の
お
お
ざ
っ
ぱ
な
傾
向
、
そ
し
て
作
家
の
簡
潔
な
注
釈
に
な
り
え
る
か
ど
う
か

な
ど
で
あ
っ
た
。
こ
こ
ま
で
の
べ
て
き
た
よ
う
な
事
が
ら
は
、
べ
つ
に
斬
新
な
知
見
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
。
む
し

ろ
、
六
朝
の
書
翰
文
を
研
究
し
て
ゆ
く
う
え
で
、
前
提
と
す
べ
き
事
が
ら
で
あ
り
、
基
礎
中
の
基
礎
と
い
う
べ
き
も
の
だ
ろ
う
。
我

わ
れ
は
こ
う
し
た
基
礎
や
前
提
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
い
っ
そ
う
六
朝
書
翰
の
深
部
へ
ふ
み
こ
ん
で
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

注(

１)
｢

書
翰�｣

は
、
日
本
で
は

｢

書
簡｣

と
か
く
の
が
ふ
つ
う
だ
ろ
う
。
だ
が
、
六
朝
で
は
も
っ
ぱ
ら
書
翰
の
ほ
う
を
つ
か
う
の
で
、
本
稿
で
は

標
題
も
ふ
く
め
、｢

書
翰｣
の
語
に
し
た
が
っ
た
。

(

２)

た
だ
し
斯
波
六
郎｢

文
筆
考｣

(
初
出
は
一
九
四
二
。『

六
朝
文
学
へ
の
思
索』

所
収)

で
は
、
書
翰
文
を
大
幅
に
拡
大
し
て
理
解
し
て
い
る
。

同
論
に
よ
れ
ば
、
六
朝
で
い
う

｢

筆｣
｢

手
筆｣

の
語
は
書
翰
文
を
意
味
す
る
と
い
う
。
そ
し
て
、

お
よ
そ
書
翰
文
と
は
、
空
間
的
に
距
離
の
有
る
特
定
の
対
手
に
、
或
る
用
件
を
知
ら
せ
る
文
書
で
あ
る
と
考
え
れ
ば

(

本
章
で

｢

書
翰
文｣

と
い
う
の
は
、
皆
か
か
る
広
義
の
用
法
に
し
た
が
っ
て
お
る
の
で
あ
る)

、
右
の
書
激
・
表
章
・
詔
策
・
諡
義
も
、
皆
、
書
翰
文
の
範
囲
に

属
す
る
こ
と
と
な
る
。

と
の
べ
て
い
る

(

同
書
四
五
五
頁)

。
こ
う
し
た
考
え
の
も
と
に
、
氏
は
書
翰
文

(

＝
筆
＝
手
筆)

に
表
章
や
詔
策
の
類
も
ふ
く
ま
せ
て
、
議

論
を
す
す
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
斯
波
氏
の
お
考
え
に
し
た
が
わ
ず
、
書
翰
文
を
実
質
的
に

｢

書｣
｢

啓｣
｢

牋｣

ジ
ャ
ン
ル
に
限
定
し
て
い

る
。
か
く
書
翰
文
の
定
義
の
面
で
は
、
斯
波
氏
の
理
解
と
こ
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
斯
波
氏
の
同
論
は
、
六
朝
書
翰
文
を
総
合
的
に
考
察
し

た
も
の
で
あ
り
、
本
章
を
か
く
う
え
で
多
大
の
啓
発
を
う
け
た
。
六
朝
書
翰
文
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
、
現
在
で
も
こ
れ
以
上
の
詳
細
な
も

の
は
か
か
れ
て
お
ら
ず
、
戦
前
の
執
筆
と
い
う
こ
と
を
か
ん
が
え
れ
ば
、
突
出
し
た
ご
業
績
だ
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
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(

３)
｢

言
を
尽
く｣

せ
る
相
手
や
機
会
が
す
く
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
書
翰
は
力
作
に
な
り
や
す
か
っ
た
。
あ
と
で
の
べ
る
司
馬
遷

｢

報
任

少
卿
書｣

こ
そ
、
そ
の
め
ず
ら
し
い

｢

言
を
尽
く｣

し
た
書
翰
文
だ
と
い
え
よ
う
し
、
ま
た
六
朝
書
翰
と
し
て
は
、
曹
丕

｢

与
呉
質
書｣

や
曹

植
｢

与
楊
徳
祖
書｣

、
そ
し
て
本
文
で
あ
げ
た
�
康

｢

与
山
巨
源
絶
交
書｣

な
ど
も
、
そ
れ
に
つ
ぐ
珍
奇
な
傑
作
だ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

(

４)
『

文
心
雕
龍』

情
采
篇
に
お
い
て
、
当
時
の
詩
文
は

｢

内
心
は
高
位
を
の
ぞ
ん
で
い
る
く
せ
に
、
隠
遁
を
う
た
い
あ
げ
、
心
中
で
世
俗
の
権

勢
に
執
着
し
て
い
る
く
せ
に
、
そ
ら
ぞ
ら
し
く
仙
界
を
叙
し
た
り
す
る｣

(

原
文
は

｢

有
志
深
軒
冕
、
而
汎
詠
皋
壌
、
心
纏
幾
務
、
而
虚
述
人

外
。
真
宰
弗
存
、
翩
其
反
矣｣)

と
の
べ
て
い
る
。
す
る
と
劉
�
は
、[

書
翰
も
ふ
く
め
た]

詩
文
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
信
じ
ら
れ
ぬ
こ
と
は
、

よ
く
し
っ
て
い
た
ろ
う
と
お
も
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の｢

書
翰
は
言
を
尽
く
す｣

云
々
の
発
言
は
、
お
そ
ら
く｢

か
く
あ
っ
て
ほ
し
い｣

と
い
う
理
想
論
を
の
べ
た
も
の
と
解
さ
ね
ば
な
る
ま
い
。
劉
�
の
真
意
は
お
そ
ら
く
、
さ
し
さ
わ
り
の
な
い
範
囲
で

(

�
康
の
よ
う
に
殺
害
さ

れ
ぬ
範
囲
で)

言
を
尽
く
し
な
さ
い
、
ぐ
ら
い
の
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

(

５)

秦
代
書
翰
の
引
用

(

原
文
・
翻
訳
と
も)

は
、
い
ず
れ
も
つ
ぎ
の
論
文
か
ら
。
呂
静
・
白
晨

｢

秦
簡
に
見
え
る
私
的
書
信
の
考
察
―
漢
簡
私

信
と
の
比
較
―｣

(

塩
沢
阿
美
・
畑
野
吉
則
の
訳
。
藤
田
勝
久
・
關
尾
史
郎
編

『

簡
牘
が
描
く
中
国
古
代
の
政
治
と
社
会』

所
収
。
汲
古
書
院

二
〇
一
七)

。

(

６)

元
帝
は

｢

又
与
武
陵
王
紀
書｣

中
で
、｢
夷
狄
ど
も
が
の
さ
ば
り
、
羯
胡
ど
も
が
跋
扈
し
て
い
る
な
か｣

云
々
と
つ
づ
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
彼
は
、
そ
の
夷
狄
や
羯
胡
た
る
西
魏
に
要
請
し
て

(
承
聖
二
年

〈

五
五
三〉

三
月)

、
蕭
紀
の
根
拠
地

(

蜀
地)

に
軍
を
侵
攻
さ
せ
、
蕭
紀

を
圧
迫
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
西
魏
軍
を
蜀
地
へ
侵
攻
さ
せ
た
時
点
で
、
元
帝
は
弟
の
殺
害
を
意
識
し
て
い
た
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
こ

の
前
後
に
お
け
る
、
梁
元
帝
と
蕭
紀
の
深
刻
な
対
立
に
つ
い
て
は
、
前
島
佳
孝

『

西
魏
・
北
周
政
権
史
の
研
究』

第
二
部
第
三
章

｢

梁
武
帝
死

後
の
西
魏
・
梁
関
係
の
展
開｣

(

汲
古
書
院

二
〇
一
三)

を
参
照
。

(

７)
｢

又
与
武
陵
王
紀
書｣

に

｢

又｣

字
が
つ
い
て
い
る
の
は
、
こ
の
直
前
、
元
帝
が
弟
の
蕭
紀
に

｢

与
武
陵
王
紀
書｣

を
お
く
っ
て
い
て
、
こ

れ
が
二
度
目
の
書
翰
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
度
目
の
書
翰
は
、｢

弟
よ
、
お
ま
え
が
軍
を
蜀
へ
か
え
し
た
な
ら
、
そ
の
地
の
支
配
権
を
み
と

め
て
も
よ
い
ぞ｣

と
い
う
内
容
だ
っ
た
が
、
蕭
紀
は
こ
れ
を
拒
否
し
た
の
だ
っ
た
。
蕭
紀
と
し
て
は
、
大
軍
を
東
下
さ
せ
て
き
た
以
上
、
蜀
地
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の
保
障
程
度
で
軍
を
か
え
す
わ
け
に
い
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
そ
の
兄
書
翰
が｢

皇�

帝�

敬
つ
つ
し
み
て
假
黄
鉞
太
尉
武
陵
王
に
問
う｣

云
々

と
は
じ
ま
っ
て
い
た
の
も
、
彼
の
癇
に
さ
わ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
蕭
紀
と
し
て
は
、
弟
で
は
あ
っ
て
も
、
自
分
が
さ
き
に
天
子
を
称
し
て
い

る
。
そ
う
し
た
自
分
が
、
い
ま
さ
ら
兄
を

｢

皇
帝｣

と
み
と
め

(

つ
ま
り
自
分
の
践
祚
を
撤
回
し
て)

、
臣
事
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た

の
だ
ろ
う
。『

南
史』

蕭
紀
伝
で
は
、
一
度
目
の
書
翰
を
う
け
と
る
や
、
蕭
紀
は

｢[

元
帝
の]

命
に
従
わ
ず
。[

元
帝
に]

書
を
報
ゆ
る
に
家

人
の
礼
の
如ご
と

く
せ
り｣

と
対
応
し
た
と
叙
し
て
い
る
。
蕭
紀
が

｢

家
人
の
礼
の
如｣

き
返
書
を
お
く
っ
た
の
は
、
元
帝

(

蕭
繹)

は
天
子
で
は

な
く
家
族
の
一
員
に
す
ぎ
ぬ
、
と
い
い
た
い
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
対
応
は
、
自
分
と
兄
と
は
対
等
だ
と
い
う
彼
の
心
情
を
し
め
し
て
い
る
。

な
お
、
元
帝

｢
又
与
武
陵
王
紀
書｣

へ
の
注
釈
は
以
下
の
と
お
り
。
訳
注
を
つ
く
る
に
あ
た
っ
て
は
、『

二
十
四
史
全
訳

梁
書』

『

同
南
史』

(

漢
語
大
詞
典
出
版
社)
を
参
照
し
た
。

○
大
智

蕭
紀
の
、
も
う
ひ
と
つ
の
あ
ざ
な
。
蕭
繹
は
ふ
だ
ん
、
蕭
紀
を

｢

大
智｣

と
よ
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
の
書
翰
で
も
、

｢

大
智
よ｣

と
よ
び
か
け
た
の
だ
と
お
も
わ
れ
る
。

○
聚
蚊
成
雷

『

漢
書』

中
山
靖
王
勝
伝
に

｢

衆
し
ゅ
う

�く

は
山
を
漂
わ
せ
、
聚
し
ゅ
う

�
ぶ
ん(

蚊)

は
�(

雷)

を
成
す｣

と
あ
り
、
後
句
を
そ
の
ま
ま

利
用
し
た
も
の
。

○
封
狐
千
里

｢

封
狐｣

は
大
狐
の
意
で
、
上
句
の

｢

聚
蚊｣

と
対
を
な
す
。
す
る
と

｢

千
里｣

は
、
大
狐
が
視
覚
的
に
ず
っ
と
は
び
こ

る
さ
ま
を
い
い
、
上
句
の

｢

成
雷｣

は
、
蚊
の
羽
音
が
聴
覚
的
に
程
度
が
つ
よ
い
さ
ま
を
い
う
の
だ
ろ
う
。

○
玉
体

こ
こ
で
は
蕭
紀
の
身
体
を
さ
し
、
つ
ま
り
蕭
紀
そ
の
ひ
と
を
い
う
の
だ
ろ
う
。

○
乃
眷
西
顧

『

詩』

大
雅
皇
矣
に

｢

乃
ち
眷け

ん

と
し
て
西
に
顧

か
え
り

み
て
、
此
に
維こ

れ
与と

も

に
宅お

る｣

と
あ
り
、
前
句
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
た
も

の
。

○
我
労
如
何

『

詩』

小
雅
緜
蠻
に

｢

道
の
云こ
こ

に
遠
け
れ
ば
、
我
が
労ろ
う

は
如
何
い
か
ん

ぞ
や｣

と
あ
り
、
後
句
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
た
も
の
。
こ

こ
で
は
前
後
か
ら
、｢

我
は

[

汝
は]

如
何
な
ら
ん
と
労
ね
ぎ
ら
う｣

と
訓
じ
た
。
前
句
と
と
も
に

『

詩』

の
典
故
を
利
用
し
て
、
重
厚
な
表
現
に

な
る
よ
う
意
図
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
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○
一
日
之
長

『

論
語』

先
進
に

｢

子
路
、
曾
晰
、
冉
有
、
公
西
華
、
侍
坐
す
。
子
曰
く
、
吾
一
日
爾
な
ん
ぢ
ら
に
長
ぜ
る
を
以
て
、
吾
を
以
て

す
る
毋な

か
れ｣

と
あ
る
。

○
楽
推

よ
ろ
こ
ん
で
推
戴
す
る
、
の
意
。『

老
子』

に

｢

聖
人
上
に
処
る
も
民
は
重
し
と
せ
ず
。
前
に
処
る
も
民
害
と
せ
ず
。
是
を
以
て

天
下
は
楽
し
み
推お

し
て
厭い
と

は
ず｣

と
あ
る
。

○
当
璧

璧
を
う
め
た
場
所
の
う
え
に
た
つ
、
の
意
。
君
主
と
な
る
兆
し
を
い
う
。
楚
の
共
王
は
、
自
分
の
五
人
の
息
子
の
う
ち
、
璧
を

う
め
た
場
所
の
う
え
に
た
っ
た
者
を
、
太
子
と
す
る
と
神
に
ち
か
っ
た
と
い
う
故
事

(『

春
秋
左
氏
伝』

昭
公
十
三
年)

。

○
儻
遣
使
乎
、
良
所
希
也

｢

儻も

し
使
つ
か
い
を
遣つ
か

わ
す
な
ら
ば
、
良
に
希の
ぞ

む
所
な
り｣

と
訓
じ
る
。
こ
の
二
句
は
蕭
紀
に
む
か
っ
て
、
婉
曲
に

｢

自
分
の
践
祚
を
み
と
め
て
従
属
せ
よ｣

と
い
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
な
お

『

梁
書』

は
、
こ
こ
の

｢

希｣

を

｢

遅｣

字
に
つ
く
る
。
す
る

と

｢

良
に
遅ま

つ
所
な
り｣
と
訓
じ
る
こ
と
に
な
る
が
、
意
味
的
に
は
大
差
な
い
。

○
投
筆

筆
を
な
げ
す
て
て
、
も
う
こ
れ
以
上
こ
の
書
翰
を
か
か
な
い
、
の
意
。
こ
の
二
字
に
は
、
後
漢
の
班
超
の
故
事

(

投
筆
従
戎)

を
ふ
ま
え
、｢

筆
を
な
げ
す
て
て
戦
い
に
の
ぞ
む｣

の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
ふ
く
む
の
か
も
し
れ
な
い
。

○
友
于
兄
弟

兄
弟
が
仲
の
よ
い
こ
と
。『

尚
書』

君
陳
の

｢

惟こ

れ
孝
な
れ
ば
兄
弟
に
友
な
り｣

に
も
と
づ
く
。

○
分
形
共
気

兄
弟
の
仲
が
き
っ
て
も
き
れ
ぬ
ほ
ど
、
密
接
で
あ
る
こ
と
。
も
と
は

『

呂
氏
春
秋』

精
通
の

｢

父
母
の
子
に
於お

け
る
や
、

子
の
父
母
に
於
け
る
や
、
一
体
に
し
て
両ふ
た

つ
に
分
れ
、
同
気
に
し
て
息
を
異
に
す｣

に
も
と
づ
き
、
父
母
と
子
女
の
関
係
が
密
接
な
こ
と
を

い
っ
た
が
、
の
ち
、
兄
弟
の
間
で
も
つ
か
う
よ
う
に
な
っ
た
。

○
兄
肥
弟
�

『

後
漢
書』

趙
孝
伝
の
故
事
を
ふ
ま
え
、
兄
弟
の
友
愛
の
情
が
ふ
か
い
こ
と
を
い
う
。
後
漢
の
こ
ろ
天
下
に
飢
餓
が
ひ
ろ

ま
っ
て
い
た
。
賊
が
弟
の
趙
礼
を
と
ら
え
て
、
そ
の
身
を
く
お
う
と
し
た
。
す
る
と
兄
の
趙
孝
は
、
自
縛
し
て
賊
の
も
と
へ
ゆ
き
、｢

弟
は

や
せ
て
い
ま
す
。
肥
満
し
た
私
が
弟
の
身
代
わ
り
に
く
わ
れ
ま
す｣
と
い
っ
た
。
賊
は
お
ど
ろ
い
て
二
人
を
解
放
し
た
と
い
う
。

○
譲
棗
推
梨

梁
の
王
泰
と
後
漢
の
孔
融
の
故
事
を
ふ
ま
え
、
兄
弟
間
の
友
愛
や
謙
譲
を
意
味
す
る
。｢

譲
棗｣

の
ほ
う
は
、
梁
の
王
泰
が

ま
だ
数
歳
だ
っ
た
と
き
、
祖
母
が
孫
や
姪
を
あ
つ
め
て
棗
栗
を
床
上
に
ち
ら
ば
せ
た
。
他
の
子
は
み
な
き
そ
っ
て
棗
栗
を
と
っ
た
が
、
王
泰
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だ
け
は
と
ら
な
い
。
祖
母
が
ど
う
し
て
と
ら
な
い
の
か
と
た
ず
ね
る
と
、
王
泰
は

｢

と
ら
な
く
て
も
、
き
っ
と
も
ら
え
る
か
ら
で
す｣

と
こ

た
え
た
と
い
う
。
ま
た

｢

推
梨｣

の
ほ
う
は
、
後
漢
の
孔
融
は
四
歳
の
と
き
、
兄
と
と
も
に
梨
を
た
べ
た
。
孔
融
は
い
つ
も
ち
い
さ
い
梨
を

と
る
の
で
、
大
人
が
ど
う
し
て
か
と
た
ず
ね
る
と
、
融
は｢

私
は
こ
ど
も
で
す
か
ら
、
ち
い
さ
い
ほ
う
で
充
分
で
す｣

と
こ
た
え
た
と
い
う
。

○
四
鳥

別
離
、
あ
る
い
は
別
離
す
る
ひ
と
、
の
意
。『

孔
子
家
語』

顔
回
に

｢

桓
山
の
鳥
、
四
子
を
生
む
。
羽
翼
既
に
成
る
や
、
将ま
さ

に
四

海
に
分
か
れ
ん
と
す
。
其
の
母
は
悲
鳴
し
て
之
を
送
る｣

と
あ
る
の
を
ふ
ま
え
る
。
も
と
は
親
子
の
わ
か
れ
を
い
う
が
、
の
ち
に
兄
弟
の
別

離
に
も
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

○
万
始

｢
万
始｣

は
駅
亭
の
名
。
陸
機

｢

於
承
明
作
与
士
龍｣

に

｢

塗み
ち

を
長
林
の
側
か
た
わ
らに
分
か
ち
、
袂
た
も
と
を
万
始
の
亭
に
揮ふ
る

う｣

と
あ
っ
て
、

万
始
亭
で
の
兄

(
陸
機)

弟

(

陸
雲)

の
別
れ
を
叙
し
て
い
る
。
す
る
と
、
こ
こ
の

｢

万
始｣

は
た
ん
な
る
地
名
で
は
な
く
、
兄
弟
の
別
れ

を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
。

○
心
乎
愛
矣

心
中
に
し
た
い
こ
の
む
、
の
意
。『

詩』

小
雅
隰
桑
に

｢

心
に
愛
す
、
遐な
ん

ぞ
謂い

わ
ざ
ら
ん
や
。
中
心
に
之
を
蔵ぞ
う

す
、
何い
ず

れ
の

日
に
か
之
を
忘
れ
ざ
ら
ん
や｣
と
あ
り
、
初
句
を
そ
の
ま
ま
つ
か
っ
て
い
る
。
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