
目

次

一

野
心
勃
々
た
る
巨
篇

二

十
の
章
段

三

紀
行
賦
の
な
が
れ

四

自
信
満
々

五

国
家
的
規
模
の
自
慢

六

漢
賦
ふ
う
雄
大
さ

七

ご
っ
た
煮

八

紀
行
か
ら
言
志
へ

九

あ
ざ
と
い
印
象

1

蕭
繹�

｢

玄
覧
賦｣

�
�
�
�

福

井

佳

夫



一

野
心
勃
々
た
る
巨
篇

蕭
し
よ
う

繹え
き(

五
〇
八
〜
五
五
四)

は
元
帝
と
も
称
さ
れ
、
南
朝
梁
の
天
子
に
も
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
皇
帝
菩
薩
と
称
さ
れ
た
仁
君
、

梁
武
帝
の
第
七
子
に
あ
た
る
。
た
だ
、
彼
が
帝
位
に
た
っ
て
い
た
の
は
、
晩
年
の
三
年
ほ
ど
の
期
間

(

五
五
二
〜
五
五
四)

に
す
ぎ

ず
、
生
涯
の
お
お
く
は
梁
の
諸
侯
王
、
つ
ま
り
地
方
官
と
し
て
す
ご
し
た
。
本
稿
で
と
り
あ
げ
よ
う
と
す
る

｢

玄
覧
賦｣

も
、
彼
が

諸
侯
王
、
具
体
的
に
は
江
州
刺
史
だ
っ
た
と
き
の
作
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
本
稿
で
は
、
帝
号
の
元
帝
で
な
く
、
本
名
の
蕭
繹
と
称
す

る
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
の
蕭
繹
を
政
治
家
と
し
て
で
な
く
、
ひ
と
り
の
文
人
と
し
て
み
た
と
き
、
ど
う
し
た
位
置
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

文
学
史
上
で
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
大
規
模
な
焚
書
に
よ
っ
て
、
悪
名
が
な
り
ひ
び
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
蕭
繹
は
、
そ
の
最
期
、

都
の
江
陵
が
西
魏
軍
に
よ
っ
て
陥
落
さ
せ
ら
れ
た
と
き
、｢

文
武
の
道
、
今
夜
尽つ

き
た
り｣

と
嘆
じ
て
、
十
四
万
巻
に
の
ぼ
る
書
物

に
、
火
を
は
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
蕭
繹
に
よ
る
焚
書
は
、
書
物
の
五
厄
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
る
な
ど
、
文
学
史
、
い
や
文
化
史
上

に
の
こ
る
蛮
行
と
し
て
名
だ
か
い
。
蕭
繹
は
史
上
、
か
か
る
蛮
行
を
演
じ
た
暗
主
と
し
て
、
弾
劾
さ
れ
て
き
た
の
だ
っ
た
。

そ
う
し
た
蕭
繹
で
あ
る
が
、
け
っ
し
て
詩
文
や
書
物
が
き
ら
い
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
読
書
や
著
述
す
る
こ
と
が
す

き
で
た
ま
ら
ぬ
、
文
人
肌
の
人
物
で
あ
っ
た
。
じ
っ
さ
い
彼
は
、
六
百
七
十
七
巻
に
の
ぼ
る
著
述
を
完
成
さ
せ
て
い
る

(『

金
楼
子』

著
書
篇
に
よ
る)

。
こ
の
膨
大
な
巻
数
は
、
編
纂
も
の
や
側
近
の
協
力
に
よ
っ
た
も
の
も
す
く
な
く
な
い
と
は
い
え
、
個
人
の
著
述

量
と
し
て
は
突
出
し
て
お
お
い
も
の
だ
。

こ
う
し
た
彼
の
著
述
の
う
ち
、
経
史
子
の
方
面
の
も
の
は
さ
て
お
き
、
集
つ
ま
り
詩
文
関
連
の
諸
作
は
、
い
か
に
評
さ
れ
る
べ
き

か
。
従
前
の
見
か
た
で
は
、
彼
の
詩
文
は
、[

兄
蕭
綱

(

梁
簡
文
帝)

と
な
ら
ん
で]

艶
詩
を
鼓
吹
し
た
も
の
と
評
さ
れ
る
こ
と
も
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あ
れ
ば
、
エ
ッ
セ
イ
集

『

金
楼
子』

(

不
完
全
だ
が
、
現
存
す
る)

中
の
ユ
ニ
ー
ク
な
文
学
論
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
各
様
の
見
か
た
が
あ
る
彼
の
詩
文
だ
が
、
私
は
、
蕭
繹
の
個
性
が
よ
く
刻
印
さ
れ
た
力
作
と
し
て
、｢

玄
覧
賦｣

と
い

う
篇
を
と
り
あ
げ
た
い
と
お
も
う
。
こ
の

｢

玄
覧
賦｣

、
他
の
作
を
圧
す
る
巨
篇
で
あ
る
こ
と
、
彼
自
身
も
自
信
を
も
っ
て
い
た
ら

し
い
こ
と
、
そ
し
て
な
に
よ
り
も[

艶
詩
の
ご
と
き
遊
戯
的
な
も
の
で
な
く]

、
半
生
を
回
顧
し
た
真
摯
な
内
容
を
有
す
る
こ
と

な
ど
か
ら
み
て
、
蕭
繹
も
そ
う
と
う
力
を
い
れ
て
つ
づ
っ
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

こ
の
賦
は
当
時
、
そ
う
と
う
よ
ま
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
つ
ぎ
の
よ
う
な
話
が
あ
る
。
隋
の
�
質

(

？
〜
六
一
四)

は
、
江
陵
に
い

た
八
歳
の
こ
ろ
、
蕭
繹
の

｢

玄
覧
賦｣

｢

言
志
賦｣

な
ど
十
賦
を
読
誦
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
お
か
げ
で
彼
は
童
子
郎
を
拝
す
る
こ

と
が
で
き
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る

(『

隋
志』

巻
七
八)

。
�
質
は
、
江
陵
陥
落
時
に
北
周
へ
拉
致
さ
れ
た
�
季
才

(

五
一
五
〜
六

〇
三)

の
息
子
で
あ
る
。
す
る
と
こ
の
話
柄
は
、
�
父
子
が
ま
だ
江
陵
で
、
元
帝
に
つ
か
え
て
い
た
こ
ろ
の
こ
と
に
ち
が
い
な
い

(

呉
光
興

『

蕭
綱
蕭
繹
年
譜』

三
七
一
頁
は
、
こ
れ
を
承
聖
三
年

(

五
五
四)

、
江
陵
陥
落
直
前
の
こ
と
と
す
る)

。
お
そ
ら
く
、
父

の
季
才
が
主
君

(

元
帝)

の
賦
を
、
息
子
に
よ
ま
せ
た
の
だ
ろ
う
。
主
君
の
代
表
作
で
あ
り
、
ま
た

[

艶
麗
で
な
く]

真
摯
な
内
容

だ
っ
た
の
で
、
わ
が
子
に
読
誦
さ
せ
た
の
だ
と
お
も
わ
れ
る

(｢

採
蓮
賦｣

｢

蕩
婦
秋
思
賦｣

な
ど
の
艶
麗
な
賦
は
、
よ
ま
せ
な
か
っ

た
だ
ろ
う)

。｢

玄
覧
賦｣

は
、
そ
う
し
た
作
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
そ
う
し
た｢

玄
覧
賦｣

は
、
い
か
な
る
内
容
を
も
ち
、
い
か
に
評
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
こ
の｢

玄
覧
賦｣

を
と
り
あ
げ
て
検
討
し
、
文
学
と
し
て
の
位
置
づ
け
や
評
価
に
つ
い
て
か
ん
が
え
て
み
た
い
と
お
も
う
。

は
じ
め
に
、｢

玄
覧
賦｣

執
筆
前
後
の
状
況
を
概
観
し
て
お
こ
う

(｢
玄
覧
賦｣

の
テ
キ
ス
ト
は
、
陳
志
平
・
熊
清
元

『

蕭
繹
集
校

注』

〈
上
海
古
籍
出
版
社

二
〇
一
八
〉
に
よ
っ
た
。
同
書
は
、
賦
の
読
解
に
あ
た
っ
て
も
、
お
お
い
に
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た)

。

こ
の
賦
は
大
同
十
一
年

(

五
四
五)

、
蕭
繹
三
十
八
歳
の
と
き
に
か
か
れ
た
。
こ
の
年
は
、
蕭
繹
が
江
州
に
刺
史
と
し
て
赴
任
し
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て
か
ら
五
年
目
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
三
年
ま
え
の
三
十
五
歳
の
と
き
、
蕭
繹
は
劉
敬
躬
の
乱
を
鎮
圧
し
て
、
そ
れ
ま
で
苦
手
で
あ
っ

た
軍
事
方
面
に
も
、
よ
う
や
く
手
ご
た
え
を
感
じ
は
じ
め
て
い
た
。

そ
し
て
そ
の
翌
年(

五
四
三)

に
は
、
母
の
阮
修
容
が
長
逝
し
た
の
で
あ
る
。
蕭
繹
は
マ
ザ
コ
ン
気
味
で
、
成
人
後
に
お
い
て
も
、

母
を
つ
よ
く
敬
愛
し
、
そ
の
教
導
に
し
た
が
っ
て
い
た
。
そ
の
母
が
死
ん
だ
の
だ
。
ふ
か
く
哀
悼
し
た
に
は
相
違
な
い
が
、
客
観
的

に
み
る
と
、
蕭
繹
に
と
っ
て
は
、
一
種
の
解
放
で
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
れ
で
、
彼
を
束
縛
す
る
も
の
は
、
身
近
に
い
な
く
な
っ
た
。

母
う
え
、
み
て
い
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
か
ら
は
自
分
の
力
で
、
な
ん
で
も
や
っ
て
み
せ
ま
す
。
蕭
繹
は
亡
き
母
に
、
心
中
で
こ
う
か

た
り
か
け
た
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
う
し
た
事
情
が
あ
っ
た
た
め
だ
ろ
う
、
こ
の
時
期
か
ら
蕭
繹
は
、
よ
く
い
え
ば
自
由
奔
放
、
わ
る
く
い
え
ば
野の

放ほ
う

図ず

な
言
動
が

め
だ
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
う
し
た
言
動
が
、
周
囲
の
人
び
と
に
傲
慢
と
う
つ
り
、
警
戒
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の

だ
っ
た
。
た
と
え
ば
、『

隋
書』

五
行
志
上
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
事
が
の
っ
て
い
る
。

[

大
同]

十
年
十
二
月
、
大
雪
、
平
地
三
尺
。
是
時
邵
陵
王
綸
、
湘
東
王
繹
、
武
陵
王
紀
並
権
�
人
主
、
頗
為
驕
恣
。
皇
太
子

甚
悪
之
、
帝
不
能
抑
損
。
上
天
見
変
、
帝
又
不
悟
。

大
同
十
年

(

五
四
四)

十
二
月
、
大
雪
が
ふ
っ
て
、
平
地
で
も
三
尺

(

八
、
九
十
セ
ン
チ)

ほ
ど
つ
も
っ
た
。

こ
の
時
期
、
邵
陵
王
の
蕭
綸

(

六
兄)

、
湘
東
王
の
蕭
繹
、
武
陵
王
の
蕭
紀

(

弟)

の
三
皇
子
は
、
勢
威
が
天
子
に
な
ら

ぶ
ほ
ど
で
あ
り
、
た
い
へ
ん
驕
慢
で
あ
っ
た
。
皇
太
子
の
蕭
綱
は
こ
れ
を
ひ
ど
く
に
く
ん
だ
が
、
武
帝
は
こ
の
三
皇
子
の
驕

慢
さ
を
制
御
で
き
な
か
っ
た
。
上
天
が

[

大
雪
に
よ
っ
て]
変
異
を
し
め
し
て
警
告
し
た
の
に
、
武
帝
は
そ
れ
を
さ
と
る
こ

と
も
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
い
う

｢

大
同
十
年｣

と
は
、
蕭
繹
が

｢

玄
覧
賦｣

を
つ
く
る
前
年
で
あ
る
。
そ
の
こ
ろ
す
で
に
蕭
繹
は
、｢

勢
威
が
天
子
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に
な
ら
ぶ
ほ
ど
で
あ
り
、
た
い
へ
ん
驕
慢｣

だ
と
み
な
さ
れ
、｢

皇
太
子
の
蕭
綱
は
こ
れ
を
ひ
ど
く
に
く
ん
だ｣

と
い
う
状
況
に
な
っ

て
い
た
。
そ
う
し
た
時
期
に
、
こ
の

｢

玄
覧
賦｣

は
つ
く
ら
れ
た
の
だ
。
つ
ま
り
、
精
神
的
に
解
放
さ
れ
、
周
辺
か
ら
驕
慢
だ
と
み

な
さ
れ
る
ほ
ど
自
信
を
も
ち
、｢

さ
あ
、
こ
れ
か
ら
す
き
な
よ
う
に
や
っ
て
や
る
ぞ｣

と
い
う
時
期
に
、
こ
の
賦
は
つ
く
ら
れ
た
の

で
あ
る(
以
上
、
蕭
繹
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
拙
稿｢

梁
元
帝
評
伝｣

〈
中
京
大
学
文
学
部
紀
要
第
�
―
２
、
第
�
―
１
〉
を
参
照)

。

つ
づ
い
て
、｢
玄
覧
賦｣

の
外
貌
を
み
わ
た
し
て
お
こ
う
。

第
一
に
、
標
題
が
、
な
に
か
意
味
あ
り
げ
だ
。｢

玄
覧｣

と
は
、
も
と
は

『

老
子』

第
十
章
に
も
と
づ
く
こ
と
ば
で
、｢

玄
妙
な
と

こ
ろ
か
ら
万
物
の
真
相
を
洞
察
す
る｣

(

河
上
公
注)

ぐ
ら
い
の
意
で
あ
る
。
も
の
し
り
な
蕭
繹
の
こ
と
だ
か
ら
、
さ
ら
に
張
衡

｢

東
京
賦｣

の

｢

睿
哲
に
も
玄�

覧�

し
、
茲こ

の
洛
宮
に
都
み
や
こ
せ
り｣

や
、
陸
機

｢

文
賦｣

の

｢

中
区
に
佇
た
た
ず
み
て
以
て
玄�

覧�

す｣

の
用
例
も
、

意
識
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
過
去
の
用
例
か
ら
す
れ
ば
、｢

玄
覧｣

は
、｢

じ
っ
く
り
観
察
す
る｣

｢

洞
察

す
る｣

な
ど
の
意
と
な
る

(

１)

。
す
る
と
標
題
の

｢

玄
覧
賦｣

も
、｢

じ
っ
く
り
観
察
し
た
賦｣

や

｢

洞
察
し
た
賦｣

と
な
り
、
深
遠
そ

う
な
意
図
が
あ
り
そ
う
だ
。

だ
が
実
態
と
し
て
は
、
こ
の
作
は
、
深
遠
な
玄
理
を
論
じ
た
思
想
的
な
賦
で
は
な
く
、
い
ろ
ん
な
土
地
を
巡
遊
し
た
見
聞
や
、
途

上
で
の
思
い
を
叙
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り

｢[
梁
内
の
地
を
、
巡
遊
し
て]

じ
っ
く
り
観
察
し
た
賦｣

と
い
う
こ
と
だ
。

す
る
と
標
題
と
し
て
は
、
巡
観
賦
や
歴
覧
賦
な
ど
と
し
た
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
蕭
繹
は
、
う
ま
れ
つ
き
体
面

を
か
ざ
り
た
が
る
タ
イ
プ
で
あ
り
、
ま
た
玄
学

(『

老
子』

『
荘
子』

『

易』

の
三
書
に
依
拠
し
た
学
問)

が
だ
い
す
き
だ
っ
た
。
そ

の
た
め
、
巡
観
や
歴
覧
の
語
の
陳
腐
さ
を
き
ら
っ
て
、
深
遠
そ
う
な

｢
玄
覧
賦｣

と
い
う
標
題
を
つ
け
た
の
だ
と
お
も
わ
れ
る
。

第
二
に
、
規
模
が
き
わ
め
て
お
お
き
い
。
句
数
で
い
え
ば
六
百
五
十
一
句
、
総
字
数
だ
と
約
三
千
六
百
四
十
余
字
に
の
ぼ
る
。
老

子
五
千
言
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
あ
の

『

老
子』

一
書
が
ほ
ぼ
五
千
字
だ
っ
た
こ
と
を
想
起
し
よ
う
。
賦
ジ
ャ
ン
ル
の
な
か
か
ら
、
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大
作
の
も
の
を
さ
が
し
て
み
れ
ば
、
司
馬
相
如

｢

子
虚
上
林
賦｣

三
千
五
百
七
十
字
、
陸
機

｢

文
賦｣

千
六
百
五
十
字
、
沈
約

｢

郊

居
賦｣

二
千
六
百
字
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の

｢

玄
覧
賦｣

を
う
わ
ま
わ
る
も
の
と
し
て
は
、
左
思

｢

三
都
賦｣

一
万
二
百
字
、

謝
霊
運

｢

撰
征
賦｣

四
千
六
十
字
が
あ
る
く
ら
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
と
の
比
較
に
よ
っ
て
も
、｢

玄
覧
賦｣

の
規
模
が
い
か
に
雄

大
で
あ
る
か
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

第
三
に
、
標
題
に
こ
り
、
規
模
も
雄
大
な
だ
け
に
、
彼
の
自
信
作
だ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
ん
な
話
が
あ
る
。

蕭
繹
が

｢

玄
覧
賦｣

を
つ
く
っ
て
か
ら
三
年
後
の
太
清
二
年

(

五
四
八)

の
冬
、
と
つ
ぜ
ん
侯
景
が
乱
を
お
こ
し
、
建
康
を
包
囲

し
た
。
こ
の
報
を
き
く
や
、
当
地
の
使
持
節
都
督
諸
軍
事
だ
っ
た
蕭
繹
は
、
す
ぐ
配
下
の
も
の
に
命
じ
、
軍
を
ひ
き
い
て
建
康

(

父

の
武
帝
蕭
衍
と
兄
の
皇
太
子
蕭
綱
と
が
籠
城
し
て
い
る)

に
救
援
に
ゆ
か
せ
た
。
そ
し
て
、
甥
の
湘
州
刺
史
・
蕭
誉
と
雍
州
刺
史
・

蕭
�

さ
つ(

ふ
た
り
と
も
、
亡
き
長
兄
昭
明
太
子
の
息
子
で
あ
る)

に
も
、
建
康
に
救
援
に
む
か
う
よ
う
指
示
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
蕭
誉
と
蕭
�
は
、
自
分
が
軍
を
ひ
き
い
て
建
康
に
ゆ
く
こ
と
を
こ
ば
ん
だ
。
甥
の
二
人
は
と
も
に
叔
父

(

蕭
繹)

と
仲
が

わ
る
く
、
い
ざ
と
い
う
と
き

(

叔
父
と
の
戦
い
の
勃
発)

の
こ
と
を
か
ん
が
え
て
、
根
拠
地
を
は
な
れ
た
く
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
し

て
、
自
分
た
ち
に

｢

救
援
に
い
け｣

と
い
う
く
せ
に
、
み
ず
か
ら
は
建
康
に
出
立
し
よ
う
と
せ
ぬ
蕭
繹
の
動
向
を
、
つ
よ
く
警
戒
し

て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
蕭
繹
の
ほ
う
も
お
な
じ
だ
っ
た
。
か
く
し
て
、
叔
父

(

蕭
繹)

と
二
甥

(

蕭
誉
・
蕭
�)

と
の
あ
い
だ

で
、
い
っ
き
に
緊
張
が
た
か
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
叔
甥
の
対
立
は
、
す
ぐ
に
火
が
つ
い
た
。
そ
れ
ほ
ど
、
た
が
い
の
嫌
忌
の
情
が
つ
よ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
蕭
繹
と
蕭

誉
の
あ
い
だ
で
、
戦
端
が
ひ
ら
い
た
の
で
あ
る
。
二
人
の
あ
い
だ
で
は
、
侯
景
を
征
討
す
る
に
さ
い
し
、[

蕭
誉
の]

兵
糧
と
軍
隊

を
よ
こ
せ
よ
こ
さ
ぬ
の
交
渉
が
つ
づ
い
て
い
た
。
使
者
が
三
度
も
往
復
し
た
が
、
蕭
誉
は
が
ん
と
し
て
叔
父
の
命
に
し
た
が
わ
な
い
。

つ
い
に
蕭
繹
は
、
い
う
こ
と
を
き
か
ぬ
蕭
誉
を
討
伐
す
る
決
心
を
し
た
。
そ
の
結
果
、
翌
太
清
三
年
六
月
、
建
康
の
救
援
を
ほ
っ
た
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ら
か
し
に
し
て
、
蕭
繹
と
蕭
誉
の
あ
い
だ
で
戦
い
が
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
戦
い
の
さ
な
か
、
も
う
ひ
と
り
の
甥
の
蕭
�
は
、
叔
父
蕭
繹
の
意
向
を
さ
ぐ
ろ
う
と
し
て
、
自
分
の
知
恵
袋
だ
っ
た
蔡

大
宝
を
、
蕭
繹
の
根
拠
地
・
江
陵
に
派
遣
し
た
。
こ
れ
が
同
年
の
七
月
の
こ
と
だ
。
蕭
繹
は
、
こ
の
大
宝
と
以
前
か
ら
顔
な
じ
み
だ
っ

た
の
で
、
大
宝
の
訪
問
を
た
い
へ
ん
よ
ろ
こ
ん
だ
。
そ
し
て
、
自
作
の

｢

玄
覧
賦｣

を
と
り
だ
し
て
、
こ
れ
に
注
解
を
ほ
ど
こ
す
よ

う
命
じ
た
の
で
あ
る
。
大
宝
は
わ
ず
か
三
日
で
、
そ
れ
を
や
り
お
え
た
。
す
る
と
蕭
繹
は
感
心
し
、
大
宝
に
手
あ
つ
い
贈
り
物
を
し

た
の
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
蔡
大
宝
は
、
江
陵
訪
問
を
お
え
て
蕭
�
の
も
と
に
か
え
る
や
、
彼
に
報
告
し
た
の
で
あ
る
。｢

湘
東

(

蕭
繹
の
こ
と)

は
必
ず
異い

図と

有
り
。
禍
乱
将ま
さ

に
作お
こ

ら
ん
と
す
。
援
を
台
城
に
下く
だ

す
べ
か
ら
ず｣

。
蕭
繹
は
き
っ
と
心
中
に
、
野
心
を
蔵
し
て
お
り
ま

す
。
ま
も
な
く
禍
乱
を
お
こ
す
こ
と
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
刺
史
さ
ま

(

蕭
�)

は
、
建
康
に
救
援
軍
を
派
遣
な
ど
し
て

[

兵
力
を

消
耗
し
て]

は
な
り
ま
せ
ぬ

と
。
蕭
�
は
こ
の
報
告
を
き
い
て
、
や
は
り
そ
う
か
と
納
得
し
た
の
だ
っ
た

(

以
上
は
、『

周
書』

巻
四
十
八
蔡
大
宝
伝
に
よ
る)

。

こ
の
話
柄
は
、
蕭
繹
が

｢

玄
覧
賦｣

に
自
信
が
あ
っ
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
大
宝
に
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
賦
を
み
せ
た
こ
と
、
そ

し
て
注
解
を
つ
く
ら
せ
た
こ
と
、
こ
れ
ら
の
行
為
は
、｢
玄
覧
賦｣

の
で
き
に
自
信
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
だ
。
蕭
繹
と

し
て
は
、｢

こ
ん
な
す
ご
い
賦
を
か
い
た
ぞ
。
ど
う
だ｣
と
い
う
気
分
で
、
大
宝
に
み
せ
た
の
だ
ろ
う
。

だ
が
そ
の
賦
は
、
危
険
な
香
り
を
た
だ
よ
わ
せ
て
い
た
。
注
解
を
命
じ
ら
れ
た
大
宝
は
、
賦
を
よ
み
す
す
む
う
ち
に
、
そ
の
危
険

な
香
り
に
気
づ
い
た
。
つ
ま
り

｢

玄
覧
賦｣

は
、
蕭
繹
に
は
自
信
作
だ
っ
た
の
だ
が
、
他
人
の
目
に
は
危
険
な
香
り
、
つ
ま
り
野
心

を
秘
め
た
作
だ
と
う
つ
っ
た
の
だ
。
大
宝
か
ら
み
る
と
、｢

玄
覧
賦｣
に
は

｢

必
ず
異
図
有
り｣

と
断
ぜ
ら
れ
る
ほ
ど
、
く
ろ
ぐ
ろ

と
し
た
野
心
が
刻
印
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
蔡
大
宝
は
、
け
っ
し
て
節
穴
の
持
ち
ぬ
し
で
は
な
い
。
彼
は
、｢

性
は
厳
整
に
し
て
、
智
謀
有
り｣

と
い
う
人
物
で
、
蕭
�

の
信
任
あ
つ
き
知
謀
の
士
だ
っ
た
。
文
辞
の
才
も
す
ぐ
れ
、
当
時
の
人
び
と
は
、
蕭
�
に
大
宝
が
い
る
の
は
、
劉
備
の
も
と
に
孔
明

が
い
る
よ
う
な
も
の
だ
と
、
お
も
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ
ほ
ど
の
人
物
が
、
蕭
繹
の
賦
に

｢

異
図
有
り｣

と
断
じ
た
の
だ
。
す
る

と
現
代
の
我
わ
れ
も
、
そ
う
そ
う
無
視
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

大
宝
は
、
こ
の

｢

玄
覧
賦｣

の
ど
う
し
た
と
こ
ろ
に
、｢

異
図
有
り｣

と
感
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
う
し
た
見
か
た
は
、

肯
綮
に
あ
た
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

二

十
の
章
段

で
は
、
そ
の
蕭
繹

｢

玄
覧
賦｣

は
ど
ん
な
内
容
な
の
か
。
な
に
し
ろ
約
三
千
六
百
四
十
余
字
の
巨
篇
な
の
で
、
詳
細
ま
で
紹
介
す

る
の
は
む
つ
か
し
い
。
こ
こ
で
は
、
枝
葉
は
さ
て
お
き
、
賦
の
骨
子
だ
け
説
明
し
て
お
こ
う
。

こ
の
賦
は
、
標
題
が

｢[

梁
内
の
地
を
、
巡
遊
し
て]

じ
っ
く
り
観
察
す
る｣

(

玄
覧)

な
の
で
、
ひ
と
ま
ず
は
、
紀
行
の
賦
に
属

す
る
と
み
な
し
て
よ
か
う
。｢

紀
行｣

と
は

『

文
選』
の
賦
分
類
の
ひ
と
つ
で
、
旅
の
途
上
で
の
見
聞
や
思
い
を
叙
し
た
も
の
で
あ

る
。
じ
っ
さ
い
、
こ
の
時
期
ま
で
の
蕭
繹
は
、
梁
内
の
各
地
に
赴
任
を
命
じ
ら
れ
、
諸
侯
王
と
し
て
何
年
か
ず
つ
鎮
し
て
き
た
。
そ

う
し
た
地
方
遍
歴
を
広
義
の
旅
と
み
な
し
、
赴
任
途
上
の
見
聞
や
任
地
で
の
日
々
を
回
想
し
て
つ
づ
っ
た
の
が
、
こ
の

｢

玄
覧
賦｣

な
の
で
あ
る
。

た
だ
、
通
常
の
紀
行
の
賦
と
ち
が
う
の
は
、
こ
の
賦
に
お
け
る
旅
は
、
一
行
程
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
通
常
の
場
合
で

は
、｢

甲
地
↓
乙
地｣

の
一
行
程
が
叙
さ
れ
る
だ
け
だ
が
、
こ
の

｢

玄
覧
賦｣
で
は
、
複
数
の
行
程
が
歴
任
し
て
き
た
官
位

(

ま
た
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赴
任
地)

の
順
に
な
ら
ん
で
い
る
。

こ
の
と
き
ま
で
、
彼
は
わ
か
い
順
に
、
湘
東
王
、
琅
邪
・
彭
城
太
守
、
会
稽
太
守
、
丹
陽
尹
、
荊
州
刺
史
、
護
軍
将
軍
・
石
頭
戍

軍
事
、
そ
し
て
江
州
刺
史

(

執
筆
当
時)

の
官
を
へ
て
き
て
い
る
。
こ
の

｢

玄
覧
賦｣

で
も
そ
の
順
に
、
任
地
へ
の
旅
途
や
そ
こ
で

の
日
々
が
叙
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、｢

私
は
○
○
の
官
と
な
っ
て
任
地
へ
赴
任
し
た
。
そ
の
旅
途
、
あ
る
い
は
該
地
で

こ
ん
な
見
聞
を
し
、
こ
ん
な
思
い
を
も
っ
た｣

と
い
う
記
述
が
、
何
度
か
く
り
か
え
さ
れ
る
の
だ
。
し
た
が
っ
て
こ
の
賦
を
よ
む
者

は
、
複
数
の
紀
行
の
賦
を
よ
み
な
が
ら
、
あ
わ
せ
て
蕭
繹
の
人
生
行
路
を
も
た
ど
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
紀
行
と
自
伝
と

が
、
一
体
化
し
た
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
実
例
を
し
め
そ
う
。
ま
ず
、
蕭
繹
は
天
監
十
三
年

(

五
一
四)

年
、
七
歳
の
と
き
湘
東
王
に
封
ぜ
ら
れ
た
。
は
じ
め
て

の
叙
任
で
あ
る
。
そ
の
と
き
の
こ
と
を
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
つ
づ
っ
て
い
る

(

第
三
段)

。

私
は
愚
鈍
の
性
を
自
覚
し
て
い
る
が
、
あ
や
ま
っ
て
皇
室
に
う
ま
れ
つ
い
た
。
そ
の
た
め
、
東
門
で
占
卜
し
て
土
地
を
わ

け
て
も
ら
い
、
南
方
の
湘
東
に
国
を
た
て
て
わ
が
所
領
と
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

そ
の
さ
い
、
わ
が
父
帝
さ
ま
は
、
伯
宗
に
詔
み
こ
と
の
りし
て
前
導
さ
せ
た
ま
い
、
内
史
に
命
じ
て
策
書
を
く
だ
さ
っ
た
。
そ
し
て

9

伊
俯
己
之
�
愚
、
謬
聯
萼
於
天
衢
。

筮
東
門
而
画
野
、

創
南
国
而
分
墟
。

詔
宗
伯
以
為
�
、
用
分
茲
於
茅
社
、
従
侯
服
而
俾
予
。

類
金
虎
以
封
建
、

誥
内
史
而
策
書
。

非
桐
珪
以
錫
虞
。

爾
其
湘
水
之
東
、
即
我
亀
蒙
。

魏
甘
露
而
分
邑
、

鎮
麟
山
之
崔
嵬
、

金
城
高
而
相
属
、

豈
連
�
於
分
陝
、

呉
太
平
而
定
中
。

傍
龍
跡
其
穹
窿
。

石
燕
起
而
依
風
。

羨
追
蹤
於
二
公
。



[

封
建
の
し
る
し
の]

土
を
茅ぼ
う

社し
ゃ

に
分
置
し
、
侯
服
と
し
て
所
領
を
私
に
お
与
え
な
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、[

古
代
に]

金
虎
符

を
あ
た
え
て
封
建
す
る
の
と
似
て
お
り
、[

あ
そ
び
で]

桐と
う

珪け
い

を
あ
た
え
て
叔
虞
を
封
じ
た
の
と
は
、
ち
が
う
や
り
か
た
だ
っ

た
よ
。

こ
う
し
て
湘
水
の
東
方
の
地
が
、
私
の
所
領
と
な
っ
た
。
か
つ
て
魏
の
甘
露
中
に
邑
と
な
り
、
呉
の
太
平
中
に
都
邑
を
さ

だ
め
た
。
こ
の
地
は
た
か
く
そ
び
え
る
麟
山
の
も
と
に
鎮
座
し
、
お
お
き
な
龍
跡
の
そ
ば
に
よ
り
そ
っ
て
い
る
。
堅
固
な
城

郭
が
た
か
だ
か
と
つ
ら
な
り
、
石
燕
山
は
た
ち
あ
が
っ
て
故
郷
を
し
た
う
か
の
よ
う
。
た
だ

[

幼
少
の]

私
な
ど
、
ど
う
し

て
こ
の
所
領
に

[
他
の
地
方
王
た
ち
と]

な
ら
び
た
っ
て
、
二
公

(

周
公
と
召
公)

を
模
し
た
り
で
き
よ
う
か
。

前
半
で
は
、
愚
鈍
な
自
分
が
、
湘
東
王
に
封
ぜ
ら
れ
た
こ
と
を
、
仰
々
し
く
叙
し
て
い
る
。｢

伯
宗｣

｢

茅
社｣

｢

金
虎｣

｢

桐
珪｣

｢

虞ぐ

に
錫た
ま

う｣

な
ど
、
経
書
に
由
来
す
る
重
厚
な
語
句
を
多
用
す
る
の
に
注
意
し
よ
う
。
こ
れ
は
、
父
帝

(

蕭
衍
こ
と
梁
武
帝)

が

お
さ
め
る
梁
廷
で
は
、
官
位
の
任
命
に
お
い
て
も
、
由
緒
あ
る
封
建
シ
ス
テ
ム
が
正
常
に
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
、
暗
示
し
よ
う
と

し
た
の
だ
ろ
う
。

後
半
の

｢

こ
う
し
て
湘
水
の
東
方
の
地
が
、
私
の
所
領
と
な
っ
た｣

以
下
が
、
湘
東
の
地
を
叙
し
た
部
分
で
あ
り

(

旅
途
の
記
述

は
な
し)

、
い
か
に
も
紀
行
の
賦
ら
し
い
内
容
と
な
る
。
ま
ず

｢

か
つ
て
魏
の
甘
露
中
に
邑
と
な
り
、
呉
の
太
平
中
に
都
邑
を
さ
だ

め
た｣

は
、
封
じ
ら
れ
た
湘
東
の
地
の
解
説
。
当
地
は
、
魏
の
甘
露
二
年

(

二
五
七
。
ま
た
呉
の
太
平
二
年
で
も
あ
る)

に
、
郡
と

し
て
独
立
し
た
と
い
う
こ
と
を
の
べ
た
も
の
だ
。
紀
行
の
賦
で
は
、
こ
う
し
た
土
地
案
内
ふ
う
字
句
が
、
と
き
ど
き
叙
さ
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
の

｢

こ
の
地
は
た
か
く
そ
び
え
る
麟
山
の
も
と
に
鎮
座
し｣
云
々
は
、
当
地

(

湘
東
郡)

の
よ
う
す
を
の
べ
た
、
叙
景
ふ
う
の

記
述
で
あ
る
。
湘
東
の
旧
跡
や
景
物
が
、
あ
た
か
も
実
見
し
た
か
の
ご
と
く
叙
せ
ら
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
湘
東
王
に
封
じ
ら
れ
た
と
き
、
蕭
繹
は
わ
ず
か
七
歳
に
す
ぎ
な
い
。
じ
っ
さ
い
は
親
の
そ
ば
、
つ
ま
り
建
康
に
い
た
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は
ず
だ
。
湘
東
の
地
を
お
さ
め
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
当
地
に
住
し
た
こ
と
も
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
の

叙
景
は
お
そ
ら
く
、
成
人
後
の
知
見
に
依
拠
し
て
つ
づ
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
末
尾
の

｢[

幼
少
の]

私
な
ど
、
ど
う
し
て
こ
の
所
領
に｣

云
々
は
、
当
地
で
わ
き
お
こ
っ
た
自
身
の
思
い
を
、
叙
し

た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
す
ぐ
下
の

｢

二
公

(

周
公
と
召
公)

を
模
し
た
り
で
き
よ
う
か｣

も
ふ
く
め
、
真
に
蕭
繹
七
歳
時
の
述
懐

だ
と
は
か
ん
が
え
に
く
い
。
こ
う
し
た
記
述
も
、
こ
の

｢

玄
覧
賦｣

執
筆
時

(

三
十
八
歳)

に
お
い
て
、｢

あ
の
こ
ろ
は
幼
少
だ
っ

た
か
ら
、
た
ぶ
ん
こ
う
だ
っ
た
ろ
う
な｣

と
回
想
し
た
も
の
と
か
ん
が
え
る
べ
き
だ
ろ
う

(

２)

。

以
上
、
湘
東
王
の
と
き
の
記
述
を
み
て
き
た
。
蕭
繹
は
こ
の
湘
東
王
を
皮
切
り
に
、
何
年
か
ご
と
に
、
あ
た
ら
し
い
官

(

地
方
官

が
お
お
い)

に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
官
が
か
わ
る
た
び
に
、
任
地
が
か
わ
る
わ
け
だ
か
ら
、
旧
任
地
か
ら
新
任
地
ま
で
移
動
し
、
旅

行
す
る
こ
と
に
な
る
。
蕭
繹
は
、
そ
う
し
た
新
任
地
へ
の
移
動
や
、
任
地
で
の

[

職
掌
に
と
も
な
う]

巡
遊
の
体
験
、
そ
し
て
そ
れ

ら
の
旅
途
で
わ
き
で
て
き
た
思
い
な
ど
を
、
こ
の
賦
の
な
か
に
か
き
こ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

つ
づ
い
て
天
監
十
六
年

(

五
一
七)

、
蕭
繹
十
歳
の
と
き
、
こ
ん
ど
は
琅
邪
・
彭
城
太
守
に
任
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
蕭

繹
は

[

湘
東
に
は
赴
任
し
て
い
な
い
の
で]

は
じ
め
て
建
康
を
は
な
れ
、
琅
邪
の
地
に
赴
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
任
地
変
更

を
つ
げ
、
人
生
の
次
ス
テ
ッ
プ
へ
の
変
移
を
か
た
っ
た
の
が
、

彼
琅
台
之
作
守
、
有
彭
泗
之
嘉
名
。

彼
の
琅
台
に
之こ

れ
守し
ゅ

と
作な

る
や
、
彭
泗
の
嘉
名
有
り
。

の
二
句
で
あ
る
。
こ
の
二
句
は
、
あ
た
ら
し
い
官
位

(

琅
邪
・
彭
城
太
守)

と
任
地
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
同
時
に
、

こ
の

｢

玄
覧
賦｣

が
あ
た
ら
し
い
章
段

(

第
四
段)

へ
す
す
ん
だ
こ
と
へ
の
、
シ
グ
ナ
ル
に
も
な
っ
て
い
る
の
だ
。

こ
う
し
た
シ
グ
ナ
ル
ふ
う
字
句
は
、
こ
の

｢

玄
覧
賦｣

の
あ
ち
こ
ち
に
散
在
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
字
句
を
み
つ
け
さ
え
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す
れ
ば
、
我
わ
れ
は
、
蕭
繹
の
任
地
変
更
を
し
る
と
と
も
に
、｢

玄
覧
賦｣

の
章
段
を
わ
け
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意

味
で
、
こ
の
シ
グ
ナ
ル
を
さ
が
し
て
ゆ
け
ば
、
こ
の
巨
篇
を
読
解
す
る
の
に
、
お
お
き
な
便
宜
が
あ
た
え
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、｢

玄
覧
賦｣

中
の
シ
グ
ナ
ル
ふ
う
語
句
を
さ
が
し
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
章
段
を
わ
け
て
み
よ
う
。
さ
ら
に
冒
頭
の
導

入
ふ
う
部
分
と
、
末
尾
の
ま
と
め
ふ
う
部
分
も
く
わ
え
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
分
段
で
き
そ
う
だ
。

○
第
一
段

歳
次
旃
蒙
、
月
建
司
空
。
〜
乃
�
衡
而
言
曰
。

導
入
ふ
う
部
分
。
江
州
刺
史
の
自
分
が

｢

玄
覧
賦｣

を
つ
く
っ
た
。
七
句
、
三
十
四
字

○
第
二
段

惟
天
惟
大
、
惟
堯
則
之
。
〜
声
高
洙
泗
之
右
。

梁
朝
の
天
子

(

父
の
蕭
衍)

と
皇
太
子

(

兄
の
蕭
綱)

を
賛
美
す
る
。
二
十
八
句
、
百
五
十
六
字

○
第
三
段

伊
俯
己
之
�
愚
、
謬
聯
萼
於
天
衢
。
〜
羨
追
蹤
於
二
公
。

七
歳
の
と
き

(

五
一
四)

、
湘
東
王
に
封
ぜ
ら
れ
る
。
二
十
句
、
百
十
八
字

○
第
四
段

彼
琅
台
之
作
守
、
有
彭
泗
之
嘉
名
。
〜
景
樹
徳
之
風
声
。

十
歳
の
と
き

(

五
一
七)

、
琅
邪
・
彭
城
太
守
と
な
る
。
二
十
二
句
、
百
三
十
二
字

○
第
五
段

従
王
役
於
鏡
中
、
浮
文
鷁
而
載
鴻
。
〜
愧
人
�
之
何
求
。

十
二
歳
の
と
き

(

五
一
九)

、
会
稽
太
守
と
な
る
。
七
十
句
、
四
百
十
六
字

○
第
六
段

皇
覧
揆
余
之
忠
誠
、
詔
入
謁
於
承
明
。
〜
乍
響
玄
山
之
玉
。

十
五
歳
の
と
き

(

五
二
二)

、
侍
中
・
丹
陽
尹
と
な
る
。
六
十
六
句
、
三
百
三
十
七
字

○
第
七
段

爰
八
命
而
建
�
、
誠
非
親
而
勿
居
。
〜
攀
余
轅
兮
不
忍
別
。

十
九
歳
の
と
き

(

五
二
六)

、
荊
州
刺
史
と
な
る
。
二
百
六
十
三
句
、
千
四
百
九
十
字
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○
第
八
段

奉
信
珪
而
入
朝
、
驅
駟
馬
而
乘
�
。
〜
鄙
将
饗
之
牛
羊
。

三
十
二
歳
の
と
き

(

五
三
九)

、
護
軍
将
軍
・
領
石
頭
戍
軍
事
と
な
る
。
七
十
六
句
、
四
百
十
八
字

○
第
九
段

藉
鴻
私
而
置
伝
、
復
惟
轂
而
懐
方
。
〜
嗟
吾
人
之
施
薄
。

三
十
三
歳
の
と
き

(

五
四
〇)

、
江
州
刺
史
と
な
る
。
六
十
一
句
、
三
百
十
八
字

○
第
十
段

観
進
退
於
我
生
、
毎
篤
靖
而
居
貞
。
〜
方
絶
筆
於
獲
麟
。

三
十
八
歳
の
と
き

(

五
四
五)

、
こ
れ
ま
で
の
半
生
を
ふ
り
か
え
る
。
三
十
八
句
、
二
百
二
十
八
字

以
上
、
お
も
に
シ
グ
ナ
ル
ふ
う
字
句
に
よ
っ
て
、
全
体
を
十
の
章
段
に
わ
け
て
み
た

(

合
計
す
る
と
、
六
百
五
十
一
句
、
三
千
六

百
四
十
七
字)

。
こ
れ
は
、
文
脈
や
押
韻
の
相
関
を
無
視
し
、
シ
グ
ナ
ル
字
句
だ
け
を
目
じ
る
し
に
し
て
、
分
段
し
た
も
の
だ
。
そ

の
た
め
、
す
こ
し
不
都
合
な
場
合
も
な
い
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
段
分
け
に
よ
っ
て
、
当
該
の
語
句
の

[

一
篇
中
で
の]

位

置
が
わ
か
る
の
で
、
読
解
を
す
す
め
て
ゆ
く
う
え
で
、
便
宜
が
あ
た
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
本
稿
の
な
か
で
、
第
五
段
と
か
第
六
段
と

か
い
っ
た
場
合
は
、
こ
の
シ
グ
ナ
ル
字
句
に
よ
っ
た
章
段
を
さ
す
の
で
、
ご
注
意
い
た
だ
き
た
い
。

そ
う
し
た
十
の
章
段
の
な
か
か
ら
、
い
か
に
も
紀
行
の
賦
ら
し
い
一
節
、
す
な
わ
ち
、
旅
途
の
で
き
ご
と
や
、
そ
こ
か
ら
想
起
さ

れ
た
故
事
を
叙
し
た
部
分
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
第
七
段
、
荊
州
刺
史
だ
っ
た
時
期
の
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
文
章
で
あ
る
。
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さ
て
、
私
は
地
方
官
を
命
じ
ら
れ
、
刺
史
の
旗
を
お
し
た
て
て[

荊
州
の
地
へ]

旅
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
枢
要
の
地
は
、

皇
族
で
な
け
れ
ば
つ
け
ぬ
か
ら
な
。
旅
途
で
は
鼓
の
音
に
龍
角
の
笛
声
を
ま
じ
え
、
朱
幕
で
熊
型
の
手
す
り
を
も
っ
た
馬
車

を
お
お
っ
た
。
そ
し
て
淮わ

い

渚し
ょ

で
外
門
を
あ
け
、
ゆ
っ
た
り
と
大
舟
で
淮
水
に
う
か
ん
だ
。
ゆ
く
ゆ
く
紫し

�
り
ゅ
う
の
曲
を
吟
じ
、
ま

た
玄
雲
の
鼓
音
を
奏
し
た
よ
。
そ
し
て
右
座
を
あ
け
て
お
い
て
文
士
を
ま
ね
き
、
左
屋
を
つ
く
っ
て
武
人
に
は
い
っ
て
も
ら
っ

た
な
あ
。

か
つ
て
漢
の
劉
邦
は
、
大
風
が
ふ
き
雲
の
と
び
か
う
な
か
、
虎
を
ひ
し
ぎ
そ
の
毛
皮
も
や
ぶ
る
勢
い
だ
っ
た
と
い
う
。
私

は
、
楼
船
の
う
え
で
憂
い
を
感
じ
つ
つ
、
楚
の
項
羽
の
雄ゆ

う

図と

を
想
起
し
た
。
彼
は
名
馬
の
騅す
い

が
す
す
ま
ぬ
の
を
か
な
し
み
、

天
下
を
と
ら
ん
と
す
る
意
欲
を
う
し
な
っ
た
の
だ
。
さ
れ
ば
烏
江
の
天
険
が
あ
っ
た
と
て
、
赤
帝
た
る
劉
邦
の
符
命
を
阻
止

で
き
よ
う
か
。

こ
の
部
分
で
は
、｢

私
は
地
方
官
を
命
じ
ら
れ
、
刺
史
の
旗
を
お
し
た
て
て

[

荊
州
の
地
へ]

旅
す
る
こ
と
に
な
っ
た｣

が
荊
州

刺
史
へ
の
転
任
を
示
唆
し
、
つ
づ
く

｢

旅
途
で
は
鼓
の
音
に
龍
角
の
笛
声
を
ま
じ
え
、
朱
幕
で
熊
型
の
手
す
り
を
も
っ
た
馬
車
を
お

お
っ
た｣

は
、
蕭
繹
一
行
が
鼓
笛
も
に
ぎ
や
か
に
旅
し
て
い
る
よ
う
す
を
叙
し
て
い
る
。
さ
ら
に

｢

淮
渚
で
外
門
を
あ
け
、
ゆ
っ
た

り
と
大
舟
で
淮
水
に
う
か
ん
だ｣

に
よ
っ
て
、
蕭
繹
ら
が
舟
航
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
舟
航
の
途
次
、
垓
下
の
あ
た
り
だ
ろ
う
か
、
そ
こ
で
蕭
繹
は
、
ふ
と
漢
楚
の
興
亡
を
想
起
し
た
の
だ
っ
た
。
か
く
旅
行
の
途

次
、
さ
ま
ざ
ま
な
故
事
を
想
起
し
て
感
慨
に
ふ
け
る
こ
と
、
こ
れ
が

｢

玄
覧
賦｣
、
さ
ら
に
は
紀
行
の
賦
の
お
お
き
な
特
徴
で
も
あ
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。



る
。｢

漢
の
劉
邦
は
、
大
風
が
ふ
き
雲
の
と
び
か
う
な
か｣

は
、
劉
邦
が
う
た
っ
た
と
い
う

｢

大
風
歌｣

を
引
用
し
た
も
の
で
あ
り
、

ま
た

｢

名
馬
の
騅
が
す
す
ま
ぬ
の
を
か
な
し
み｣

云
々
は
、
項
羽
が

｢

垓
下
歌｣

を
つ
く
っ
た
故
事
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
彼
の
悲
運
に

感
慨
を
も
よ
う
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
こ
の

｢

玄
覧
賦｣

で
想
起
さ
れ
る
故
事
は
、
旅
途
の
地
域
や
特
定
の
王
朝
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
多
種
多
様
な

地
域
や
時
代
に
お
よ
ん
で
い
る
の
に
注
意
し
よ
う
。
た
と
え
ば
、
右
引
用
の
末
尾

｢

資
赤
帝
之
神
符｣

句
は
、
漢
の
劉
邦
に
関
す
る

故
事
だ
が
、
こ
れ
に
つ
づ
く｢

於
是
途
経
灌
塁｣

以
下
の
句(

引
用
は
略)

で
は
、
想
起
さ
れ
る
故
事
は
時
代
を
か
る
く
と
び
こ
え
、

[

楚
漢
の
戦
争
か
ら]
三
国
の
魏
呉
関
連
の
話
題
に
う
つ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
孫
権
、
曹
丕
、
張
儼
、
辛
�
、
諸
葛
亮
ら
に
関
す

る
故
事
が
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
連
想
さ
れ
て
ゆ
く
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
で
ま
た
前
漢
に
か
え
り
、
終
軍
や
呉
楚
七
国
の
乱
、
さ
ら
に
劉

安
淮
南
の
乱
関
連
の
故
事
が
、
つ
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
融
通
無
礙
な
連
想
ぶ
り
を
み
る
と
、
ど
う
や
ら
、
旅
行
の
行
程
と
故
事
の
内
容
と
の
あ
い
だ
に
は
、
こ
れ
と
い
っ
た
配

慮
や
ル
ー
ル
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
つ
ま
り
、
蕭
繹
の
脳
裏
に
想
起
さ
れ
た
故
事
が
、
想
起
さ
れ
た
ま
ま
の
順
序
で

(

つ
ま
り
ア
ト

ラ
ン
ダ
ム
に)

、
そ
の
ま
ま
記
述
さ
れ
、
列
挙
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

三

紀
行
賦
の
な
が
れ

蕭
繹
が
こ
の

｢

玄
覧
賦｣

を
つ
く
ろ
う
と
し
た
と
き
、
ど
ん
な
作
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
た
の
か
。
そ
れ
は
、
西
晋
の
紀
行
の
賦
の

名
篇
、
潘
岳

｢

西
征
賦｣

(『

文
選』

巻
十
に
採
録)

だ
っ
た
ろ
う
と
お
も
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、｢

玄
覧
賦｣

の
冒
頭
は
、
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年
の
め
ぐ
り
は
旃せ
ん

蒙も
う(

大
同
十
一
年
、
五
四
五)

に
あ
た
り
、
月
は
司
空
こ
と
冬
を
さ
し
て
い
る
。
氷
室
の
ご
と
き
大
呂

十
二
月
と
な
っ
て
、
冬
の
寒
風
が
ふ
き
つ
の
っ
て
く
る
時
節
だ
。

わ
た
く
し
蕭
繹
は
、
九
水
こ
と
江
州
の
地
で
政
務
に
は
げ
み
、
盧
山
周
辺
の
刺
史
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
私
は
周
囲
を

み
わ
た
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
賦
を
つ
く
っ
た
の
で
あ
る
。

と
い
う
も
の
だ
が
、
こ
れ
は

｢

西
征
賦｣

冒
頭
の
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
字
句
を
模
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。

年
の
め
ぐ
り
は
玄げ

ん

�
き
ょ
う(
元
康
二
年
、
二
九
二)

に
あ
た
り
、
月
は
�
す
い

賓ひ
ん

こ
と
五
月
を
さ
し
て
い
る
。
そ
し
て
夏
の
十
八

日
目
に
あ
た
っ
て
い
る
。

わ
た
く
し
潘
岳
は
、
馬
車
の
横
木
に
も
た
れ
な
が
ら
西
方
へ
出
立
し
、
洛
陽
か
ら
秦
地
の
長
安
へ
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
こ
で
私
は
た
め
息
を
つ
き
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
歎
じ
た
の
で
あ
る
。

歳
星
や
十
二
次
に
も
と
づ
く

｢

旃
蒙｣

や

｢

玄
�｣
の
語
に
よ
っ
て
年
を
し
め
す
こ
と
、
自
身
の
こ
と
を

｢

○
子｣

と
称
す
る
こ

と
、
そ
し
て
序
文
ふ
う
の
字
句
で
あ
り
な
が
ら
、
韻
を
ふ
ん
で
い
る
こ
と

な
ど
の
叙
し
か
た
は
、
蕭
繹
が
潘
岳
の
賦
を
模
し
た

こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
継
承
関
係
か
ら
も
、｢

玄
覧
賦｣
は
紀
行
の
賦
の
一
篇
だ
と
か
ん
が
え
て
よ
か
ろ
う
。

で
は
、
こ
の

｢

西
征
賦｣

や

｢

玄
覧
賦｣

を
ふ
く
む
紀
行
の
賦
と
は
、
ど
の
よ
う
な
賦
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
を
け
み
し
て

き
た
の
か
。
そ
の
あ
た
り
の
こ
と
を
、
ざ
っ
と
ふ
り
か
え
っ
て
お
こ
う

(

３)

。
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蒙
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月
建
司
空
。
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凌
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呂
、
蕭
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。
乃
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言
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、

扇
広
莫
之
風
。

歳
次
玄
�
、
月
旅
�
賓
。

丙
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日
、
潘
子
憑
軾
西
征
、
自
京
徂
秦
。
迺
喟
然
歎
曰

乙
未
御
辰
。



紀
行
、
す
な
わ
ち
旅
を
叙
し
た
賦
と
い
え
ば
、
文
学
史
上
で
は
す
ぐ

『

楚
辞』

の

｢

離
騒｣

｢

遠
遊｣

な
ど
の
天
界
遊
行
が
、
想

起
さ
れ
て
く
る
。
だ
が
、『

楚
辞』

は
特
別
な
も
の
だ
と
し
、
厳
密
に
賦
ジ
ャ
ン
ル
に
限
定
し
た
な
ら
ば
、
後
漢
の
班
彪

｢

北
征
賦｣

あ
た
り
か
ら
、
名
だ
か
い
秀
作
が
う
ま
れ
て
い
る
。
じ
っ
さ
い

『

文
選』

で
は
、
紀
行
の
賦
と
し
て
こ
の
班
彪

｢

北
征
賦｣

を
最
初

に
あ
げ

(
巻
九)

、
つ
づ
い
て
曹
昭

｢

東
征
賦｣

(

曹
昭
は
班
彪
の
娘
。
曹
大
家
と
も
い
う
。
巻
九)

と
、
潘
岳

｢

西
征
賦｣

(

巻
十)

の
計
三
篇
を
採
録
し
て
い
る
。

た
だ

『

文
選』
は
、
や
は
り
名
篇
限
定
の
選
集
で
あ
る
。
も
う
す
こ
し
視
野
を
ひ
ろ
げ
て
、『

芸
文
類
聚』

を
み
て
み
よ
う
。
す

る
と
巻
二
十
七

｢

行
旅｣

(｢

紀
行｣

と
お
な
じ
意)

に
、
こ
の
三
篇
も
ふ
く
め
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
賦
が
な
ら
ん
で
い
る
。

劉
�｢

遂
初
賦｣

、
班
彪

｢
北
征
賦｣

、
曹
昭

｢

東
征
賦｣

、
蔡
�｢

述
行
賦｣

、
崔
�｢

述
初
賦｣

、
陸
機

｢

行
思
賦｣

、｢

思
帰

賦｣

、
潘
岳

｢

西
征
賦｣

、
郭
璞
｢

流
寓
賦｣

、
張
載

｢

叙
行
賦｣

、
袁
宏

｢

東
征
賦｣

、
謝
霊
運

｢

帰
塗
賦｣

、
鮑
照

｢

遊
思
賦｣

、

謝
�｢

思
帰
賦｣

、
蕭
綱

｢

述
覊
賦｣
、
蕭
綱

｢

阻
帰
賦｣

、
江
淹

｢

待
罪
江
南
思
北
帰
賦｣

、
丘
遅

｢

還
林
賦｣

、
沈
約

｢

愍
塗

賦｣

、
張
�｢

南
征
賦｣

、
沈
炯

｢

魂
帰
賦｣

。

合
計
二
十
一
篇
、
す
く
な
く
な
い
作
例
だ

(｢
玄
覧
賦｣

は
採
録
さ
れ
て
い
な
い
。
後
述)

。
か
く
お
お
く
の
作
例
が
あ
る
と
す
れ

ば

(

４)

、｢

玄
覧
賦｣

の
特
徴
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
潘
岳

｢

西
征
賦｣

と
比
較
す
る
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ら
の
作
に
も
目
を

く
ば
っ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
歴
代
の
紀
行
の
賦
の
な
か
で
、『

芸
文
類
聚』

が
源
流
的
位
置
に
お
く
劉
り
ゅ
う

�
き
ん｢

遂
初
賦｣

を
と
り
あ
げ
、
そ
の
大
体
を

考
察
し
て
み
た
い
。
こ
の
前
漢
の
劉
�｢

遂
初
賦｣

で
は
、
序
文
が
と
く
に
注
目
さ
れ
る
。

遂
初
賦
者
、
劉
�
所
作
也
。
�
少
通
詩
書
、
能
属
文
。
成
帝
召
為
黄
門
侍
郎
、
中
塁
校
尉
、
侍
中
奉
車
都
尉
、
光
祿
大
夫
。
�

好
左
氏
春
秋
、
欲
立
於
学
官
。
時
諸
儒
不
聴
。
�
乃
移
書
太
常
博
士
、
責
譲
深
切
。
為
朝
廷
大
臣
非
疾
。
求
出
補
吏
、
為
河
内
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太
守
。
又
以
宗
室
不
宜
典
三
河
、
徙
五
原
太
守
。
是
時
朝
政
已
多
失
矣
。
�
以
論
議
見
排
擯
、
志�

意�

不�

得�

。
之
官
経
歴
故
晋
之

域
、
感�

今�

思�

古�

、
遂
作
斯
賦
。
以
歎
征
事
、
而
寄
己
意
。

｢

遂
初
賦｣

は
劉
�
の
作
で
あ
る
。
�
は
わ
か
い
こ
ろ
か
ら
詩
書
に
通
じ
、
文
章
を
よ
く
つ
づ
っ
た
。
成
帝
は
�
を
ま
ね

き
、
彼
は
黄
門
侍
郎
、
中
塁
校
尉
、
侍
中
奉
車
都
尉
、
光
祿
大
夫
な
ど
を
歴
任
し
た
。

こ
の
劉
�
、『

左
氏
春
秋』

を
こ
の
ん
で
、
こ
れ
を
朝
廷
の
学
官
に
た
て
よ
う
と
し
た
。
だ
が
、
学
者
た
ち
は
賛
成
し
な

い
。
そ
こ
で
�
は
移
書
を
太
常
博
士
に
お
く
っ
て
、
つ
よ
く
非
難
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
朝
廷
の
大
臣
か
ら
、
に
く
ま

れ
て
し
ま
っ
た
。
や
む
な
く
彼
は
、
地
方
の
下
役
に
な
る
こ
と
を
ね
が
い
で
て
、
河
内
太
守
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、｢

宗
室

の
者
は
三
河
地
方
に
つ
か
え
る
べ
き
で
は
な
い｣

と
い
う
こ
と
で
、
五
原
太
守
に
う
つ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
時
期
、
朝
政
に
は
失
態
が
お
お
か
っ
た
。
こ
の
�
も
、
評
議
の
う
え
で
排
斥
さ
れ
て
し
ま
い
、
志
を
え
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
五
原
太
守
に
う
つ
る
べ
く
旅
だ
っ
た
の
だ
が
、
途
中
で
以
前
の
晋
の
地
を
通
過
し
た
。
そ
の
と
き
、
彼
は
現
今
に
感

じ
て
往
古
に
想
い
を
い
た
し
、
こ
の

｢
遂
初
賦｣

を
つ
く
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
賦
中
で
地
方
へ
の
旅
を
な
げ
き
、
お
の

が
思
い
を
の
べ
た
の
だ
っ
た
。

こ
の
序
文
は
、
ど
う
も
劉
�
自
身
が
か
い
た
も
の
で
は
な
さ
そ
う
だ
。｢

遂
初
賦
は
劉
�
の
作
で
あ
る
。
�
は
わ
か
い
こ
ろ
か
ら

詩
書
に
通
じ
、
文
章
を
よ
く
つ
づ
っ
た｣

な
ど
は
、
い
か
に
も
他
人
が
か
い
た
ふ
う
で
あ
っ
て
、
彼
自
身
の
手
に
な
る
も
の
と
は
か

ん
が
え
に
く
い

(

じ
っ
さ
い
、
こ
の
序
文
は
お
お
く

『

漢
書』
楚
元
王
伝
の
記
事
と
合
致
す
る)

。
た
だ
、
他
人
が
か
い
た
も
の
だ

と
し
て
も
、
こ
の
文
は
、｢

遂
初
賦｣

の
内
容
を
理
解
す
る
う
え
で
、
ひ
じ
ょ
う
に
重
要
な
情
報
を
ふ
く
ん
で
い
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の

｢

遂
初
賦｣

は
、
劉
�
が
河
内
太
守
か
ら
五
原
太
守
に
う
つ
ろ
う
と
し
た
と
き
、
そ
の
途
上
で
つ
く
ら
れ

た
も
の
の
よ
う
だ
。
じ
っ
さ
い
、
賦
の
本
文
を
よ
む
と
、
旅
行
の
途
中
で
見
聞
し
た
景
物
、
そ
れ
か
ら
触
発
さ
れ
た
故
事
、
そ
し
て

18



そ
の
故
事
の
連
想
か
ら
う
ま
れ
た
思
い
な
ど
が
叙
さ
れ
て
い
る

(

引
用
は
略)

。

こ
の
賦
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
と
き
の
劉
�
の
状
況
で
あ
る
。
序
文
に
よ
る
と
、
こ
の
と
き
の
劉
�
の
旅
は
、
み
ず
か
ら
希

望
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
移
書
で
太
常
博
士
を
非
難
し
た
た
め
、
朝
廷
の
大
臣
か
ら
に
く
ま
れ
、[

禍
を
さ
け
る
た
め]

や
む

な
く
地
方
行
き
を
志
願
し
た
の
だ
。
だ
か
ら
彼
は
、｢

志
こ
こ
ろ
ざ
しを
え
な
か
っ
た｣

(

志
意
不
得)

。
そ
し
て
地
方
行
き
の
途
次
、｢

現
今
に
感

じ
て
往
古
に
想
い
を
い
た
し｣

て

(

感
今
思
古
。
具
体
的
に
は
典
故
を
列
挙
す
る)

、
の
ぞ
ま
し
か
ら
ぬ
旅
を
な
げ
き
、
自
分
の
所

感
を
の
べ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

｢

遂
初
賦｣

の
執
筆
に
お
い
て
は
、｢

志
意
不
得｣

な
る
感
慨
と
、｢

感
今
思
古｣

な
る
叙

し
か
た
、
こ
の
ふ
た
つ
が
存
在
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。

こ
の｢

志
意
不
得｣

と｢
感
今
思
古｣

の
ふ
た
つ
は
、
後
続
の
紀
行
の
賦
に
お
い
て
も
、
意
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
た
と
え
ば
、

も
う
い
ち
ど
右
の
紀
行
の
賦

(
芸
文
類
聚)

の
標
題
を
み
て
み
よ
う
。
す
る
と
、
行
思
、
思
帰
、
流
寓
、
遊
思
、
魂
帰
な
ど
の
こ
と

ば
が
あ
る
の
に
気
づ
く
。
こ
れ
ら
の
標
題
、
い
か
に
も

｢

志
意
不
得｣

(

不
遇
感)

や

｢

感
今
思
古｣

(

典
故
列
挙)

と
関
連
が
あ
り

そ
う
だ
し
、
ま
た
じ
っ
さ
い
そ
う
し
た
も
の
が
お
お
い
。
当
時
、
旅

(

と
く
に
都
か
ら
地
方
へ
の
旅)

と
い
う
も
の
は
、
ひ
と
を
悲

観
的
、
か
つ
感
傷
的
に
し
や
す
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
す
る
と
紀
行
の
賦
に
は
、
の
ぞ
ま
し
か
ら
ぬ
旅
の
途
次
、
不
遇
感
に
さ
い
な
ま

れ
な
が
ら
、
景
物
を
な
が
め
故
事
を
想
起
し
て
ゆ
く
、
と
い
う
伝
統
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

た
と
え
ば

｢

遂
初
賦｣

に
つ
づ
く
、
後
漢
の
班
彪

｢
北
征
賦｣

を
み
て
み
よ
う
。
こ
の
賦
は
建
武
元
年

(

二
五)

、
と
き
に
二
十

三
歳
だ
っ
た
班
彪
が
つ
づ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
王
莽
新
の
滅
亡
時
、
赤
眉
の
賊
が
長
安
に
侵
入
し
よ
う
と
し
た
の
で
、
彼
は
難
を
さ

け
よ
う
と
、
涼
州
に
旅
だ
っ
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
賦
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
は
じ
ま
る
。

余
遭
世
之
顛
覆
兮
、
罹
填
塞
之
阨
災
。
旧
室
滅
以
丘
墟
兮
、
曾
不
得
乎
少
留
。
遂
奮
袂
以
北
征
兮
、
超
絶
迹
而
遠
遊
。
朝
発
�

于
長
都
兮
、
夕
宿
瓠
谷
之
玄
宮
。
歴
雲
門
而
反
顧
、
望
通
天
之
崇
崇
。
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私
は
、
天
下
が
転
覆
し
、
世
が
逼
塞
ひ
っ
そ
く

す
る
災
禍
に
ま
き
こ
ま
れ
た
。

旧
家
は
こ
わ
れ
て
丘
陵
と
な
り
、
し
ば
ら
く
も
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
決
心
し
て
北
方
へ
ゆ
こ
う

と
し
、
ひ
と
と
わ
か
れ
遠
地
へ
旅
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
朝
に
長
安
を
馬
車
で
発
し
、
夕
に
瓠
谷
の
甘
泉
に
宿
を
と
っ
た
。

そ
し
て
雲
門
を
と
お
っ
た
と
き
後
を
ふ
り
か
え
り
、
た
か
く
そ
び
え
る
通
天
台
を
の
ぞ
み
み
た
の
だ
っ
た
。

冒
頭
に

｢
天
下
が
転
覆
し
、
世
が
逼ひ
っ

塞そ
く

す
る
災
禍
に
ま
き
こ
ま
れ
た｣

の
で
、
や
む
な
く
北
方
に
旅
だ
っ
た
、
と
あ
る
。
こ
れ
で

わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
賦
も
や
は
り
、｢

志
意
不
得｣
(

不
遇
感)

と
い
う
状
況
で
の
旅
だ
ち
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
あ
と

(

引
用

は
略)

で
は
、
旅
途
を
た
ど
り
な
が
ら
故
事
を
想
起
し
、
公
劉
の
詩
を
お
も
い
だ
し
た
り
、
蒙
恬
の
長
城
建
設
の
非
道
さ
を
慨
嘆
し

た
り
、
ま
た
漢
文
帝
の
仁
徳
ぶ
り
に
感
嘆
し
た
り
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は

｢

感
今
思
古｣

(

典
故
列
挙)

の
叙
法
に
該
当
し
よ
う
。

つ
づ
い
て
、
そ
の
娘
の
曹
昭
の

｢
東
征
賦｣

の
場
合
は
ど
う
か
。
こ
の
賦
、
六
十
代
後
半
だ
っ
た
彼
女
は
、
息
子
が
陳
留
に
赴
任

す
る
の
で
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
洛
陽
を
旅
だ
っ
た
の
だ
っ
た
。
そ
こ
で
彼
女
は
、
父
の

｢

北
征
賦｣

を
模
し
な
が
ら
、
旅
途
の
思

い
を
叙
し
た
の
で
あ
る
。
曹
昭
は
、
や
は
り
冒
頭
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

惟
永
初
之
有
七
兮
、
余
隨
子
乎
東
征
。
時
孟
春
之
吉
日
兮
、
撰
良
辰
而
将
行
。
乃
挙
趾
而
升
輿
兮
、
夕
予
宿
乎
偃
師
。
遂
去
故

而
就
新
兮
、
志
愴
�
而
懐
悲
。
明
発
曙
而
不
寐
兮
、
心
遅
遅
而
有
違
。

永
初
七
年

(

一
一
三)

、
私
は
我
が
子
に
し
た
が
っ
て
東
方
へ
旅
に
で
た
。
と
き
あ
た
か
も
初
春
の
吉
日
、
良
辰
を
え
ら

ん
で
出
発
し
た
の
だ
っ
た
。

私
は
、
足
を
あ
げ
て
馬
車
の
う
え
に
の
ぼ
り
、
夕
方
に
は
偃
師
の
地
で
宿
を
と
っ
た
。
故
郷
を
さ
っ
て
し
ら
ぬ
地
へ
ゆ
く

の
で
、
気
分
は
お
ち
こ
み
悲
し
み
に
と
ざ
さ
れ
る
。
夜
明
け
ま
で
ね
む
る
こ
と
が
で
き
ず
、
心
は
ぐ
ず
ぐ
ず
と
し
気
分
も
は

れ
る
こ
と
が
な
い
。
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こ
の
旅
は
、
息
子
の
赴
任
に
つ
き
そ
っ
た
も
の
で
、
と
く
に
曹
昭
自
身
が
不
幸
な
目
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
客
観
的

に
は
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
彼
女
が

｢

気
分
は
お
ち
こ
み
悲
し
み
に
と
ざ
さ
れ
る｣

と
つ
づ
る
か
ら
に
は
、
や
は
り
た
の
し
い
旅
で
は

な
く
、｢

志
意
不
得｣

の
心
境
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
後
段

(

引
用
略)

で
は
、
眼
前
を
す
ぎ
ゆ
く
景
物
を
叙
し
、
胸
中
に
想

起
す
る
故
事
を
つ
づ
っ
て
い
て

(

感
今
思
古)

、
や
は
り
劉
�｢

遂
初
賦｣

の
作
風
に
そ
っ
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
蕭
繹
が
モ
デ
ル
に
し
た
と
お
ぼ
し
き
、
潘
岳
の

｢

西
征
賦｣

も
み
て
み
よ
う
。
潘
岳
は
、
庇
護
者
だ
っ
た
楊
駿
が
こ
ろ

さ
れ
、
自
身
の
身
も
あ
や
う
か
っ
た
が
、
か
ろ
う
じ
て
罪
を
ま
ぬ
が
れ
、
長
安
令
に
命
じ
ら
れ
た
。
こ
の
賦
は
、
そ
の
洛
陽
か
ら
長

安
へ
の
旅
を
叙
し
た
も
の
で
あ
る
。
危
難
を
ま
ぬ
が
れ
た
ば
か
り
の
せ
い
か
、
賦
中
の
雰
囲
気
は
、
叙
任
の
喜
び
よ
り
も
、
こ
れ
以

上
は
罪
に
と
わ
れ
ま
い
と
す
る
、
謹
直
な
姿
勢
が
つ
よ
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

潘
岳
は
こ
の
賦
で
、
例
に
よ
っ
て
眼
前
の
景
物
を
叙
し
、
胸
中
に
想
起
す
る
典
故
を
列
挙
し
て
ゆ
く
の
だ
が

(

感
今
思
古)

、
そ

の
叙
し
か
た
に
い
ち
じ
る
し
い
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
高
橋
和
巳
氏
が

｢

潘
岳
論｣

で
指
摘
さ
れ
た
、

…
…

[

潘
岳
の

｢

西
征
賦｣

で
は]
も
っ
ぱ
ら
、
各
代
の
帝
王
と
将
軍
や
宰
相
の
人
格
を
、
そ
の
国
家
の
興
亡
と
結
び
つ
け
て

論
じ
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
政
治
道
義
と
し
て
、｢

禍
い
は
天
よ
り
下
す
に
非
ざ
る｣

こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
の
だ
が
、
叙
述

は
そ
の
教
訓
性
を
超
え
て
、
つ
ね
に
そ
の
話
題
に
登
っ
た
国
家
の
滅
亡
ま
で
書
い
て
し
ま
っ
て
、
そ
れ
を
悲
し
む
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
桀け

つ

王
の
驕
淫
と
対
照
し
て
武
王
の
戒
慎
を
た
た
え
る
と
、
そ
れ
に
つ
づ
い
て
、
成
王
の
建
都
、
平
王
の
遷
都
、
そ

し
て
十
世
を
歴
て
赧た

ん

王
に
い
た
り
て
東
西
に
分
裂
し
、
秦
に
滅
ぼ
さ
れ
た
と
こ
ろ
ま
で
書
か
ね
ば
や
ま
な
い
の
で
あ
る
。
以
下

同
様
、
そ
の
滅
亡
や
破
綻
の
相
に
ま
で
筆
を
お
よ
ぼ
す
、
否
定
的
な
史
実
の
羅
列
は
、
全
体
の
印
象
を
悲
観
的
な
も
の
に
せ
ず

に
は
お
か
な
い
。
い
や
、
そ
の
全
体
的
印
象
の
悲
観
性
こ
そ
潘
岳
の
言
わ
ん
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
に
相
違
な
い
と
私
は
思
う
。

と
い
う
も
の
だ

(『

作
品
集
９

中
国
文
学
論
集』

三
三
八
頁)

。
つ
ま
り
高
橋
氏
に
よ
る
と
、
潘
岳
は
典
故
を
列
挙
す
る
の
だ
が
、
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そ
の
さ
い
、
つ
ね
に

[

興
起
や
繁
栄
だ
け
で
な
く]

滅
亡
や
破
綻
ま
で
叙
し
、
そ
れ
を
か
な
し
ん
で
い
る
。
そ
の
た
め
や
や
も
す
れ

ば
、
全
体
の
印
象
が
悲
観
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
高
橋
氏
は
、｢

西
征
賦｣

に
お
け
る
典
故
内
容
の
悲
観
性
を
強
調
さ
れ
る
の
だ
が
、
し
か
し
こ
れ
は
、
べ
つ
に
特
別

な
こ
と
で
は
な
い
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
紀
行
の
賦
は
、
劉
�｢

遂
初
賦｣

以
来
の
伝
統
と
し
て
悲
観
性
、
す
な
わ
ち
不

遇
感

(

志
意
不
得)

が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
も
の
な
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、｢

西
征
賦｣

の
典
故
列
挙

(

感
今
思
古)

が
悲
観
に
か

た
む
き
や
す
い
の
も
、
特
段
に
異
例
な
叙
し
か
た
で
は
な
く
、
伝
統
的
書
式
へ
の
忠
実
さ
を
し
め
す
も
の
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。

以
上
、『

文
選』

に
採
録
さ
れ
る
紀
行
の
賦
三
篇
を
み
て
き
た
。
い
ず
れ
も
、
紀
行
と
は
い
っ
て
も
、
け
っ
し
て
物
見
遊
山
の
気

ら
く
な
旅
で
は
な
く
、
お
お
く

｢

志
を
え
な
か
っ
た｣

(

志
意
不
得)

と
い
う
感
慨
を
有
し
、｢

現
今
に
感
じ
て
往
古
に
想
い
を
い
た

し｣
(

感
今
思
古)

た
叙
し
か
た
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
紀
行
の
賦
で
叙
さ
れ
る
旅
は
、
お
お
む
ね
、
し
い
ら
れ
た
、
の
ぞ
ま
し
か
ら
ぬ
も
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
そ

し
て
そ
の
途
次
、
作
者
は
悲
観
的
な
感
慨
に
ふ
け
り
な
が
ら
、
景
物
を
な
が
め
た
り
故
事
を
想
起
し
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
い
い
か

え
れ
ば
、
紀
行
の
賦
は
、
胸
中
を
去
来
す
る
悲
観
的
な

｢

感
慨｣

と
、
眼
前
や
脳
裏
を
す
ぎ
ゆ
く

｢

景
物
・
故
事｣

、
こ
の
ふ
た
つ

を
交
錯
さ
せ
な
が
ら
展
開
し
て
ゆ
く
と
い
っ
て
よ
い
。
お
も
う
に
、
こ
の
悲
観
的

｢

感
慨｣

と

｢

景
物
・
故
事｣

の
交
響
、
こ
れ
が

紀
行
の
賦
の
本
質
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
基
本
型
な
の
だ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
紀
行
の
賦
は
、｢

景
物
・
故
事｣

だ
け
で
は
不
じ
ゅ
う
ぶ
ん
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
触
発
さ
れ
た
悲
観
的

｢

感
慨｣

を

ま
じ
え
て
、
は
じ
め
て
魅
力
的
な
作
品
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
ら
あ
た
り
が
、
た
ん
な
る
遊
記
類
と
こ
と
な
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
ま
た
叙
景
の
詩
文
と
ち
が
っ
た
特
徴
だ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
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四

自
信
満
々

こ
う
し
た
紀
行
の
賦
の
基
本
型

(

の
ぞ
ま
し
か
ら
ぬ
旅
の
途
上
、
悲
観
的
な
感
慨
に
ふ
け
り
な
が
ら
、
景
物
を
な
が
め
、
故
事
を

想
起
し
て
ゆ
く
。｢

志
意
不
得｣

と

｢

感
今
思
古｣

を
基
調
と
す
る)

が
わ
か
れ
ば
、
蕭
繹

｢

玄
覧
賦｣

の
特
徴
も
理
解
し
や
す
く

な
る
だ
ろ
う
。
基
本
型
と
こ
と
な
る
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
、
そ
れ
が
こ
の
賦
の
特
徴
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
し
た
観
点
か
ら
み
て
み
る
と
、｢

玄
覧
賦｣

と
基
本
型
と
の
あ
い
だ
に
、
お
お
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
に
、
す
ぐ
気
が
つ
く

こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、｢
玄
覧
賦｣

は

｢

感
今
思
古｣

(

典
故
列
挙)

の
叙
法
は
存
す
る
も
の
の
、｢

志
意
不
得｣

(

不
遇
感)

の
感

慨
は
有
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
逆
の
自
慢
す
る
よ
う
な
発
言
が
お
お
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り｢

玄
覧
賦｣

中
の
蕭
繹
は
、

不
遇
感
を
う
っ
た
え
る
ど
こ
ろ
か
、
満
々
た
る
自
信
を
有
し
て
い
る
の
だ
。

た
と
え
ば
、
第
四
段
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
部
分
が
そ
れ
で
あ
る
。

私
は
わ
が
馬
を
は
し
ら
せ
て
西
に
む
か
い
、
温
�
の
旧
営

(

建
康
の
西
北
あ
た
り)

へ
い
た
っ
た
。
そ
の
さ
い
は
鼓
の
金き
ん

�
た
く

を
奏
さ
せ
、
戦
車
を
石
城
に
駐
屯
さ
せ
た
の
だ
。
そ
し
て
天
下
に
は
び
こ
る
悪
漢
ど
も
を
こ
ろ
し
、
長
鯨
の
ご
と
き
梟
雄

た
ち
を
ま
っ
ぷ
た
つ
に
し
て
や
ろ
う
と
念
じ
て
い
た
。

あ
の
こ
ろ
の
私
は
、
い
つ
も
読
書
を
中
断
し
て
は
嘆
息
し
、
徳
望
を
樹
立
し
名
声
を
あ
げ
た
い
、
と
ね
が
っ
て
い
た
も
の

だ
っ
た
な
あ
。
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こ
れ
は
天
監
十
六
年

(

五
一
七)

、
蕭
繹
十
歳
に
し
て
、
琅
邪
・
彭
城
太
守
と
な
っ
て
い
た
と
き
の
記
述
で
あ
る
。
こ
の
部
分
、

三
十
八
歳
の
蕭
繹
が
、
あ
の
こ
ろ
は
こ
う
だ
っ
た
な
あ
と
回
顧
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
こ
ろ

｢

天
下
に
は
び
こ
る
悪
漢
ど
も
を
こ

ろ
し
、
長
鯨
の
ご
と
き
梟
雄
た
ち
を
ま
っ
ぷ
た
つ｣

に
す
る
こ
と
を
念
じ
て
い
た
、
と
の
べ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
よ
う
。
十
歳
時

の
彼
が
、
ほ
ん
と
う
に
そ
う
念
じ
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
わ
か
ら
な
い
。
だ
が
、
三
十
八
歳
の
蕭
繹
は
こ
う
つ
づ
っ
た
わ
け
で
あ
り
、

つ
ま
り
風
雲
の
志
を
も
っ
て
い
た
幼
少
時
の
自
分
を
、
か
く
自
慢
そ
う
に
ふ
り
か
え
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
少
年
時
の
志
を
自
分
は
達
成
し
た
と
、[

三
十
八
歳
時
の]

蕭
繹
は
お
も
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
つ
ぎ
の
記
述

は
、
十
歳
か
ら
と
ん
で
青
年
期
、
荊
州
刺
史
だ
っ
た
と
き
の
記
述

(

第
七
段)

で
あ
る
。

獰
猛
な
連
中
が
乱
を
お
こ
し
、
あ
ば
れ
ま
く
っ
て
国
内
の
静
穏
を
や
ぶ
っ
た
。
こ
や
つ
ら
は
、
黒
山
に
は
び
こ
る
黄
巾
の

賊
と
も
こ
と
な
る
し
、
青
嶺
に
集
結
す
る
緑
林
の
悪
漢
ど
も
と
も
ち
が
っ
た
連
中
だ
。
私
は
す
ば
や
く
軍
に
指
示
を
く
だ
し

た
が
、
そ
れ
は
寛
厳
よ
ろ
し
き
を
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。

私
が
美
麗
な
歩
光
の
剣
を
背
お
う
や
、
漢
陽
の
夕
日
の
な
か
で
き
ら
め
い
た
。
そ
し
て
戦
車
に
左
転
す
る
よ
う
命
じ
、

[

兵
士
が
さ
し
た]

簪
は
か
が
や
き
右
方
に
す
す
む
。
白
雲
が
生
じ
た
な
か
で
対
陣
し
、
黄
塵
も
う
も
う
と
し
て
軍
営
は
う

す
ぐ
ら
い
。
こ
こ
に
お
い
て
私
は
騎
馬
部
隊
を
展
開
さ
せ
、
弓
手
た
ち
に
も
出
撃
を
命
じ
た
の
だ
。

こ
れ
は
、
戦
い
の
記
述
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
蕭
繹
は
、
自
分
の
戦
功
を
か
た
っ
て
い
る
。｢

獰
猛
な
連
中
が
乱
を
お
こ
し
、
あ
ば
れ
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ま
く
っ
て
国
内
の
静
穏
を
や
ぶ
っ
た｣

。
黄
巾
と
も
緑
林
と
も
ち
が
っ
た
悪
漢
ど
も
だ
。
そ
こ
で
、
荊
州
刺
史
た
る
自
分
が
た
ち
あ

が
り
、
軍
に
す
ば
や
く
指
示
を
く
だ
し
た
が
、
そ
れ
は
寛
厳
よ
ろ
し
き
を
え
た
も
の
だ
っ
た
と
、
い
か
に
も
ほ
こ
ら
し
げ
で
あ
る
。

少
年
時
に
夢
想
し
た
、｢

天
下
に
は
び
こ
る
悪
漢
ど
も
を
こ
ろ
し
、
長
鯨
の
ご
と
き
梟
雄
た
ち
を
ま
っ
ぷ
た
つ
に｣

す
る
と
い
う
英

雄
的
な
行
為
を
、
自
分
は
な
し
と
げ
た
の
だ
、
と
い
い
た
い
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
は
事
実
な
の
だ
ろ
う
か
。
陳
志
平
・
熊
清
元

『

蕭
繹
評
伝』

(

上
海
古
籍
出
版
社

二
〇
一
八)

六
十
五
頁
に
よ

る
と
、
こ
こ
の
記
述
は
、
中
大
通
六
年

(

五
三
九)

、
蕭
繹
二
十
七
歳
の
と
き
の
こ
と
だ
と
い
う
。
梁
廷
は
こ
の
年
、
西
魏
の
内
紛

に
乗
じ
て
軍
を
南
鄭
に
派
遣
し
、
そ
の
さ
い
に
蕭
繹
に
詔
を
く
だ
し
て
、
諸
軍
を
節
度
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
戦
い
は
、

結
果
的
に
梁
軍
の
大
勝
で
お
わ
っ
た
の
だ
っ
た
。
右
は
、
そ
の
と
き
の
戦
役
を
叙
し
た
も
の
ら
し
い
。

と
こ
ろ
が

『

南
史』

巻
五
十
を
み
る
と
、
こ
の
戦
役
の
じ
っ
さ
い
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
か
か
れ
て
い
る
と
い
う
。

出
師
南
鄭
、
詔
湘
東
王
節
度
諸
軍
。
之
亨
以
司
農
卿
為
行
台
承
制
、
途
出
本
州
北
界
、
総
督
衆
軍
。
杖
節
而
西
、
楼
船
戈
甲
甚

盛
。
…
…
是
行
也
、
大
致
剋
復
、
軍
士
有
功
皆
録
。

梁
廷
は
軍
を
南
鄭
に
派
遣
し
、
湘
東
王

(
蕭
繹)

に
詔
し
て
諸
軍
を
節
度
さ
せ
た
。

劉
之
亨
は
司
農
卿
だ
っ
た
が
、
行
台
と
な
っ
て
軍
の
指
揮
を
代
行
し
た
。
そ
し
て
、
梁
州
の
北
界
か
ら
出
発
す
る
ル
ー
ト

を
と
っ
て
、
衆
軍
を
集
結
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
節
符
を
か
か
げ
て
西
行
し
た
が
、
そ
の
楼
船
や
兵
士
の
甲
冑
姿
は
、

た
い
へ
ん
堂
々
と
し
て
い
た
。
…
…
之
亨
の
軍
が
展
開
す
る
や
、
お
お
い
に
西
魏
の
軍
を
や
ぶ
っ
て
、
軍
士
た
ち
の
功
績
は

す
べ
て
記
録
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
実
態
と
し
て
は
梁
廷

(

武
帝)

の
命
に
よ
っ
て
、
劉
之
亨
が
軍
の
指
揮
を
代
行
し
た
の
で
あ
り
、
蕭
繹
の
節
度

な
る
も
の
は
、
ど
う
や
ら
形
式
上
の
こ
と
だ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
意
味
で
、
蕭
繹
が
右
の
ご
と
き
戦
闘
を
真
に
指
揮
し
た
か
ど
う
か
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は
、
か
な
り
あ
や
し
い
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
、
主
観
と
客
観
が
こ
と
な
る
こ
と
は
、
だ
れ
し
も
あ
る
こ
と
だ
。
事
実
が
ど
う
だ
っ
た
か
は
べ
つ
と
し
て
、
蕭
繹
に
と
っ
て

は
、
こ
の
と
き
の
戦
い
は
、
ほ
こ
る
べ
き
戦
役
体
験
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
の
体
験
を
、｢

私
が
美
麗
な
歩
光
の
剣

を
背
お
う
や
、
漢
陽
の
夕
日
の
な
か
で
き
ら
め
い
た｣

云
々
と
、
印
象
的
に
叙
し
た
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
の
戦
闘
場
面
の
描
写
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
あ
た
か
も
英
雄
の
勇
敢
な
戦
い
ぶ
り
を
、
叙
さ
ん
と
す
る
が

ご
と
き
で
あ
る
。
こ
う
し
た
行
文
、
他
人
で
な
く
、
自
分
が
つ
づ
っ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
こ
の
蕭
繹
と
い
う
男
、
そ
う
と
う
の
強

心
臓
、
そ
う
と
う
の
ナ
ル
シ
ス
ト
だ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

蕭
繹
の
強
心
臓
ぶ
り
は
、
こ
う
し
た
戦
功
を
記
述
す
る
と
き
だ
け
で
は
な
い
。
お
の
が
少
年
時
の
俊
才
ぶ
り
を
叙
す
る
と
き
も
、

ど
う
よ
う
で
あ
っ
た
。

天
子(

父
の
武
帝)

さ
ま
は
、
私
の
忠
誠
ぶ
り
を
お
知
り
に
な
ら
れ
、
詔
を
く
だ
し
て
承
明
宮
で
謁
見
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

こ
う
し
て
私
は
、
淮
海
を
支
配
す
る
揚
州
刺
史
代
理
と
な
り
、
ま
た
建
康
の
地
を
お
さ
め
る
丹
陽
尹
を
お
お
せ
つ
か
っ
た
も

の
だ
。

そ
こ
で
私
は
、
張
敞
の
犯
罪
者
摘
発
の
法
を
ま
ね
、
辺
鳳
と
延
篤
の
精
励
ぶ
り
を
模
し
た
。
ま
た
金
貂
を
く
わ
え
ら
れ
天

子
さ
ま
の
対
問
を
ま
ち
、
玉
佩
を
な
ら
し
つ
つ

[

子
と
し
て
武
帝
の]
訓
導
に
し
た
が
っ
た
。
そ
う
し
な
が
ら
建
康
と
周
辺
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皇
覧
揆
余
之
忠
誠
、
詔
入
謁
於
承
明
。

既
摂
州
於
淮
海
、

且
作
尹
乎
中
京
。

慕
張
生
之
�
伏
、

珥
金
貂
而
待
問
、

兼
三
河
及
三
輔
、

�
辺
延
之
励
精
。

鳴
玉
佩
而
趨
庭
。

総
九
緯
乎
九
経
。



の
地
を
お
さ
め
、
都
中
の
治
安
も
つ
か
さ
ど
っ
た
も
の
だ
っ
た
な
。

こ
れ
は
、
右
よ
り
す
こ
し
さ
か
の
ぼ
り
、
普
通
三
年

(

五
二
二)

、
十
五
歳
の
蕭
繹
が
丹
陽
尹
と
な
っ
た
と
き
の
記
述

(

第
六
段)

で
あ
る
。
冒
頭
か
ら
、｢

天
子

(

父
の
武
帝)

さ
ま
は
、
私
の
忠
誠
ぶ
り
を
お
知
り
に
な
ら
れ｣

と
叙
し
て
い
る
の
に
注
意
し
よ
う
。

自
分
が
父
帝
か
ら
い
か
に
信
頼
さ
れ
て
い
た
か
を
、
強
調
し
て
い
る
。
そ
し
て
自
分
は
、
父
帝
の
期
待
に
そ
う
べ
く
、
訓
導
に
し
た

が
い
な
が
ら
、
建
康
と
そ
の
周
辺
を
き
ち
ん
と
お
さ
め
た
云
々
と
、
自
画
自
賛
し
て
い
る
の
だ
。

臆
面
も
な
く
と
は
、
こ
う
し
た
叙
し
か
た
を
い
う
の
で
は
な
い
か
。
十
五
歳
の
彼
が
、
ど
れ
ほ
ど
の
こ
と
を
な
し
た
と
い
う
の
だ

ろ
う
。
紀
行
の
賦
の
伝
統
た
る

｢

志
意
不
得｣
(

不
遇
感)

は
、
ど
こ
に
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
自
慢
し
た
内
容
が
、
お
お
い
た
め
だ
ろ
う
。『

芸
文
類
聚』

巻
二
十
六
で
は
、
こ
の

｢

玄
覧
賦｣

を

｢

行
旅｣

(

紀
行
と

お
な
じ)

で
な
く
、｢

言
志｣
の
な
か
に
お
さ
め
て
い
る
。
こ
の

｢

言
志｣

に
お
さ
め
ら
れ
た
賦
は
、

馮
衍

｢

顕
志
賦｣

、
班
固

｢

幽
通
賦｣
、
夏
侯
惇

｢

懐
思
賦｣

、
曹
植

｢

玄
暢
賦｣

、
劉
�｢

遂
志
賦｣

、
丁
儀

｢

�
志
賦｣

、
韋
�

｢

叙
志
賦｣

、
棗
據

｢

表
志
賦｣

、
潘
尼

｢
懐
退
賦｣

、
傅
咸

｢

申
懐
賦｣

、
曹
�｢

述
志
賦｣

、
陸
機

｢

遂
志
賦｣

、
陸
機

｢

懐
土

賦｣

、
蕭
繹

｢

玄
覧
賦｣

、
蕭
繹

｢

言
志
賦｣

な
ど
で
あ
る

(

一
部
略
し
た)

。
こ
れ
ら
の
作
、
内
容
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
い
ず
れ
も
作
者
が
自
分
の

｢

志｣

を
の
べ
た
も
の
だ
。

と
す
れ
ば
、『

類
聚』

の
編
者
た
ち
は
、
蕭
繹
の｢

玄
覧
賦｣
は
、｢

志
意
不
得｣

を
の
べ
た
紀
行
の
賦
の
仲
間
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

お
の
が
勇
壮
な

｢

志｣

を
か
た
っ
た
言
志
の
賦
に
属
す
る
も
の
だ
、
と
み
な
し
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の

『

類
聚』

の
分
類
は
、
な
か
な
か
興
味
ぶ
か
い
。『

類
聚』
の
編
者
た
ち
か
ら
み
れ
ば
、
こ
の

｢

玄
覧
賦｣

は
、
紀
行
の
賦

と
は
み
な
し
が
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
、
み
な
し
が
た
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
や
は
り
こ
の
賦
が
、｢

志
意
不
得｣

を
伝
統
と

す
る
旧
来
の
紀
行
の
賦
と
、
か
な
り
様
相
が
ち
が
っ
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う

(
後
述)
。
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五

国
家
的
規
模
の
自
慢

さ
て
、
蕭
繹

｢

玄
覧
賦｣

に
は
、｢

志
意
不
得｣

(

不
遇
感)

の
情
緒
は
存
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
自
慢
ふ
う
発
言
が
お
お
い
と
い

う
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。
た
だ
、
右
の
自
慢
ふ
う
発
言
は
、｢

自
分

(

蕭
繹)

は
文
武
の
両
方
で
功
績
を
あ
げ
、
父
帝
か
ら
の
信

頼
も
あ
つ
か
っ
た｣

と
い
う
、
い
わ
ば
個
人
的
な
レ
ベ
ル
で
の
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

だ
が
、
こ
の
賦
に
お
け
る
自
慢
は
、
そ
う
し
た
個
人
的
な
も
の
だ
け
で
な
く
、
い
わ
ば
国
家
的
規
模
と
い
う
べ
き
自
慢
も
あ
る
。

つ
ま
り
自
慢
の
規
模
が
壮
大
な
の
だ
。
た
と
え
ば
冒
頭
ち
か
く

(

第
二
段)

か
ら
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
誇
大
な
梁
朝
賛
美
の
こ
と

ば
が
み
え
て
い
る
。

天
は
偉
大
で
あ
り
、
堯
は
そ
の
天
に
し
た
が
っ
て
天
下
を
お
さ
め
、
地
は
深
厚
で
あ
り
、[

後
代
の]

王
た
ち
は
こ
の
地

に
国
を
さ
だ
め
た
の
だ
っ
た
。

こ
こ
に
、
わ
が
梁
の
皇
帝

(

蕭
し
ょ
う

衍え
ん)

が
受
命
す
る
や
、
神
秘
を
お
こ
な
い
聖
恩
を
ひ
ろ
め
ら
れ
た
。
八
則
に
の
っ
と
っ

て
政
務
を
と
ら
れ
、
三
令
に
し
た
が
っ
て
職
掌
を
実
行
さ
せ
た
。
星
座
の
運
行
に
し
た
が
っ
て
政
治
を
お
こ
な
い
、
渾
天
儀

で
天
の
運
行
を
ご
覧
に
な
っ
た
。
な
ん
と
偉
大
で
、
な
ん
と
広
遠
な
こ
と
か
。
そ
れ
で
も
民
衆
は
そ
う
と
気
づ
か
ず
、
称
賛

の
声
も
お
こ
ら
ぬ
。
だ
が
じ
っ
さ
い
は
、
黄
帝
や
伏
羲
よ
り
も
す
ぐ
れ
、
夏
・
殷
も
も
の
の
か
ず
で
は
な
か
っ
た
。
河
図
と
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粤
我�

皇�

之
握
鏡
、
実
乃
神
而
乃
聖
。

陳
六
聯
於
八
則
、

弘
九
職
於
三
令
。

惟
天
惟
大
、
惟
堯
則
之
、

惟
地
惟
厚
、
惟
王
国
之
。

運
�
枢
而
御
宇
、
大
矣
広
矣
、
無
徳
而
称
。

俯
�
�
於
軒
羲
、

包
河
図
与
洛
書
、

超
大
徳
於
百
王
、

執
玉
衡
而
斉
政
。

諒
斗
�
於
子
�
、

括
龍
官
乎
鳳
紀
、

高
鴻
名
於
万
祀
。



洛
書
の
出
現
や
、
太た
い

�
こ
う

や
少
�
の
故
事
を
あ
わ
せ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ
の
徳
望
ぶ
り
は
百
王
よ
り
も
た
か
く
、
名
声
は
万

年
に
ひ
び
き
わ
た
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

｢
我
皇｣

(

父
の
梁
武
帝)

の
す
ば
ら
し
さ
を
た
た
え
た
部
分
で
あ
る
。
ま
ず
、
天
命
を
さ
ず
け
ら
れ
た

｢

我
皇｣

は
、｢

神
秘
を

お
こ
な
い
聖
恩
を
ひ
ろ
め
ら
れ
た｣

と
、『

尚
書』

大
禹
謨
の
典
故
を
も
ち
い
て
た
た
え
る
。
以
下
、
い
ち
い
ち
の
解
説
は
略
す
る

が
、『

詩』
『

周
礼』

『

易』
『

論
語』

『

左
氏
伝』

な
ど
経
書
由
来
の
こ
と
ば
を
引
用
し
て
、
父
帝
が
い
か
に
す
ば
ら
し
い
帝
王
で
あ

る
か
を
強
調
し
て
ゆ
く
。｢

黄
帝
や
伏ふ
く

羲ぎ

よ
り
も
す
ぐ
れ
、
夏か

・
殷い
ん

も
も
の
の
か
ず
で
は
な
か
っ
た｣

の
発
言
に
い
た
っ
て
は
、
諛

辞
に
ち
か
い
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、｢
我
皇｣

と
い
う
こ
と
ば
で
あ
る
。
こ
の｢

我
皇｣

は
、
も
ち
ろ
ん
梁
武
帝
を
さ
し
て
い
る
が
、｢

我｣

字
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、｢
わ
が
皇
帝
、
わ
が
梁
室
、
そ
し
て

[

梁�

室�

の�

一�

員�

た�

る�]

自�

分�

の
父
う
え｣

の
意
も
ふ
く
ん
で
く

る
。
と
す
れ
ば
こ
の
部
分
に
は
、
た
だ
父
帝
を
賛
美
す
る
だ
け
で
な
く
、
み
ず
か
ら

(

梁
室
の
一
員)

を
ほ
こ
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
存

す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
蕭
繹
は
い
わ
ば
、
父
帝
や
梁
室
賛
美
に
便
乗
し
て
、
さ
り
げ
な
く
お
の
が
血
筋
も
自
慢
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
種
の
事
例
を
、
も
う
一
例
ひ
こ
う
。
十
九
歳
か
ら
荊
州
刺
史
を
つ
と
め
て
き
た
蕭
繹
は
、
三
十
二
歳
の
と
き
、
そ
の
任
を
お
え

て
建
康
に
帰
還
し
た
。
そ
し
て
護
軍
将
軍
、
石
頭
戍
軍
事
と
い
う
官
位
を
さ
ず
け
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
建
康
滞
在
中
、
ど
う
や
ら

彼
は
、
武
帝
が
お
こ
な
っ
た
郊
�

こ
う
て
い

の
祭
に
参
加
し
た
よ
う
だ
。
そ
の
祭
の
場
面
を
、
第
八
段
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
つ
づ
っ
て
い
る
。
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時
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簡
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東
漢
、
奏
蒼
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而
服
大
裘
。

邁
金
版
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西
周
、

楽
有
雲
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之
舞
、
設
黄
�
而
礼
地
、
望
方
澤
乎
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州
。

節
会
咸
池
之
�
、

牲
非
繭
栗
之
牛
。

冕
無
繁
露
之
旒
。



こ
の
と
き
、
天
子
さ
ま
は
員
丘
に
て
、
郊こ
う

�
て
い

の
祭
祀
を
と
り
お
こ
な
わ
れ
た
。
玉
簡
を
東
漢
の
と
き
よ
り
た
か
く
さ
さ
げ
、

金
版
を
西
周
の
と
き
よ
り
豪
勢
に
さ
れ
た
。
そ
し
て
黒
璧
を
奏
し
、
質
素
な
大
裘
を
身
に
ま
と
わ
れ
た
。
こ
の
と
き
の
楽
舞

は
雲う

ん

翹
ぎ
ょ
う
の
舞
だ
っ
た
が
、
犠
牲
は
繭け
ん

栗り
つ

の
牛
で
は
な
か
っ
た
。
黄
玉
を
さ
さ
げ
て
地
に
敬
礼
し
、
方
澤
の
壇
を
京
師
か
ら

お
望
み
に
な
ら
れ
た
。
楽
節
は

[

黄
帝
の]

咸
池
に
か
な
い
、
冕べ
ん

は
旒
り
ゅ
う
の
す
く
な
い
も
の
だ
っ
た
。

九
穀
の
実
り
に
よ
っ
て
土
地
の
よ
し
あ
し
を
観
察
し
、
早
生
晩
生
の
黍
稷
を
さ
さ
げ
ら
れ
た
。
そ
し
て
甸で

ん

師し

の
官
に
命
じ

て
道
の
塵
を
き
よ
め
さ
せ
、
封
人
の
官
に
詔
し
て
外
を
守
護
さ
せ
た
。
青
壇
に
敬
礼
し
て
山
川
の
恵
み
を
祈
願
し
、
翠す

い

耜し

を

う
ご
か
し
て
豊
作
を
お
祈
り
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
蕭
繹
は
、
武
帝
が
と
り
お
こ
な
っ
た
郊
�
の
祭
の
よ
う
す
を
、『

周
礼』

や

『

尚
書』

に
由
来
す
る
古
語
を
多
用
し
な

が
ら
、
い
か
め
し
く
叙
し
て
い
る
。｢

東
漢
の
と
き
よ
り
た
か
く｣

｢

西
周
の
と
き
よ
り
豪
勢
に｣

な
ど
は
、
伝
統
を
意
識
し
た
が
た

め
の
発
言
だ
ろ
う
。
こ
の
あ
た
り
、
蕭
繹
は
個
人
的
な
立
場
と
い
う
よ
り
、
い
わ
ば
国
家
的
な
見
地
か
ら
郊
�
の
祭
祀
を
叙
し
、
そ

の
典
礼
の
篤
実
さ
や
質
素
さ
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
公
的
立
場
で
の
発
言
は
、
過
去
の
紀
行
賦
に
は
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
種
の
祭
祀
の
叙
述
、
現
代
の
我
わ
れ
が
よ
ん
で
も
、
よ
く
理
解
で
き
な
い
の
だ
が
、
お
そ
ら
く
当
時
の
人
び
と
も
、
ピ
ン
と

こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
が
そ
れ
で
も
、
か
ま
わ
な
い
の
だ
ろ
う
。
当
時
、
南
朝
の
梁
廷

(

蕭
繹
も
そ
の
一
員)

は
、
軍
事

力
で
ま
さ
る
北
朝
に
対
し
、
礼
楽
の
保
持
や
充
実
さ
を
強
調
し
て
、
お
の
が
正
統
性
を
主
張
し
て
い
た
。
蕭
繹
も
、
そ
う
し
た
状
況

を
意
識
す
れ
ば
こ
そ
、
読
者
が
わ
か
ろ
う
が
わ
か
る
ま
い
が
、
か
か
る
古
風
な
儀
礼
を
て
い
ね
い
に
叙
し
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
も
、

｢

盛
大
な
礼
楽
の
挙
行
↓
梁
廷
・
武
帝
賛
美
↓[

そ
の
一
員
た
る]

自
分
の
自
慢｣

の
構
図
だ
と
か
ん
が
え
て
よ
い
。
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観
三
農
乎
九
穀
、
薦
黍
稷
之
�
�
。

命
甸
師
而
清
塵
、

敬
青
壇
而
致
虞
、

詔
封
人
而
出
宿
。

動
翠
耜
而
祈
穀
。



そ
う
し
た
意
識
の
余
波
だ
ろ
う
、
こ
の

｢

玄
覧
賦｣

中
の
自
然
描
写
も
、
や
や
も
す
れ
ば
、
規
模
の
お
お
き
さ
や
雄
勁
さ
を
強
調

す
る
方
向
に
か
た
む
き
や
す
い
。
こ
の｢

玄
覧
賦｣

は
紀
行
の
賦
で
あ
る
た
め
、
旅
途
の
自
然
や
景
物
を
叙
す
る
こ
と
が
お
お
い
が
、

そ
こ
で
の
描
写
た
る
や
、[

平
穏
か
つ
静
的
な
も
の
で
な
く]

じ
つ
に
壮
大
に
し
て
雄
勁
な
の
だ
。
た
と
え
ば
蕭
繹
が
江
州
刺
史
に

任
じ
ら
れ
て
、
当
地
を
旅
し
た
と
き
の
描
写

(

第
九
段)

を
み
て
み
よ
う
。

蕭
繹
は
は
じ
め
に
、｢

何
ぞ
蠡
川
れ
い
せ
ん

の
浩
浩
と
し
、
而
し
て
匡
き
ょ
う

岫
し
ゅ
う

の
蒼
蒼
た
る
や｣

と
、
山
河
の
壮
大
さ
に
感
嘆
の
こ
と
ば
を
発

す
る
。｢

蠡
川｣
と

｢
匡
岫｣

と
は
江
州
の
名
所
で
、
彭
蠡
湖

(

い
ま
の
�
陽
湖)

と
盧
山
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
ば
に
つ
づ

き
、
蕭
繹
は
匡
岫

(
盧
山)

の
険
し
さ
を
の
べ
て
、

江
州
の
匡
岫
は
、
う
ね
う
ね
と
し
て
聳
立
し
、
け
わ
し
く
そ
り
た
っ
て
い
る
。
そ
の
高
さ
は
天
に
と
ど
き
、
雲
を
つ
き
ぬ
け

る
か
の
よ
う
。
た
か
だ
か
と
し
、
け
わ
し
い
の
で
、
日
や
月
は
半
分
か
く
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
だ
。
そ
こ
の
峡
谷
も
巨
大
で
、

が
ら
ん
と
し
、
平
原
を
背
に
し
広
野
に
面
す
る
。
そ
し
て
流
水
を
天
の
は
て
ま
で
噴
出
し
、
雷
鳴
は
巌
下
に
ひ
び
き
わ
た
る
。

ま
た
山
中
に
は
、
雲
の
な
か
で
高
館
が
そ
び
え
た
ち
、
霊
星
の
し
た
に
祠
が
つ
ら
な
っ
て
い
る
。

と
い
う
。
つ
づ
い
て
、
蠡
川
の
よ
う
す
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
叙
す
る
。
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其
匡
岫
也
、

盤
紆
�
�
、
峻
極
于
天
、
干
霄
秀
出
。
岑
�
崎
嶬
、
烏
兔
蔽
虧
。
�
�
豁
聞
、
背
原
面
野
。

�
�
鬱
律
。

噴
飛
流
於
天
末
、

聳
高
館
於
雲
中
、

鼓
雷
霆
於
巌
下
。

聯
	
祠
於
星
社
。

爾
其
彭
蠡
際
天
、
用
長
百
川
。

沸
渭
渝
溢
、

大
則
浩
汗
滉
漾
、

瀲
淡
連
延
。

細
則
澆
灌
潺
湲
。



そ
れ
か
ら
彭
蠡
湖
た
る
や
、
天
の
は
て
ま
で
つ
づ
く
か
の
よ
う
で
、
百
川
の
長
と
い
う
べ
き
存
在
で
あ
る
。
と
う
と
う
た
る

な
が
れ
は
、
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
、
湖
水
は
た
ゆ
た
っ
て
、
ど
こ
ま
で
も
つ
づ
く
か
の
よ
う
。
ま
た[

そ
こ
か
ら
な
が
れ
で
る]

大
流
は
勢
い
よ
く
な
が
れ
て
ひ
ろ
が
り
、
細
流
は
周
囲
を
う
る
お
し
な
が
ら
サ
ラ
サ
ラ
と
な
が
れ
ゆ
く
。

こ
こ
で
の
盧
山
や
彭
蠡
の
描
写
は
、
平
板
な
も
の
で
は
な
い
。
山
岳
も
湖
水
も
、
平
穏
か
つ
静
的
な
た
た
ず
ま
い
で
は
な
く
、
雄

勁
か
つ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
だ
。
山
は
あ
く
ま
で
た
か
く
、
け
わ
し
く
、｢

高
さ
は
天
に
と
ど
き
、
雲
を
つ
き
ぬ
け
る
か
の
よ
う｣

で
あ

る
し
、
湖
も
壮
大
で
、｢

天
の
は
て
ま
で
つ
づ
く
か
の
よ
う
で
、
百
川
の
長
と
い
う
べ
き
存
在｣

な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
自
然
の

雄
勁
さ
も
、
国
家
的
規
模
の
自
慢
な
の
だ
ろ
う
。

と
く
に
注
目
し
た
い
の
は
、
形
容
詞
ふ
う
語
句
の
特
異
さ
だ
。｢

盤
紆｣

｢

�
�｣

｢

�
�｣

｢

鬱
律｣

｢

岑
�｣

｢

崎
嶬｣

｢

�
�｣

｢

沸
渭｣

｢

渝
溢｣

｢

浩
汗｣

｢

滉
漾｣
｢
瀲
淡｣

｢

連
延｣

｢

澆
灌｣

｢

潺
湲｣

な
ど
。
こ
れ
ら
の
字
句
は
、
山
の
高
峻
さ
や
川
の
壮
大
さ

を
表
現
し
て
い
る
の
だ
が
、
連
綿
字
や
双
声
、
畳
韻
の
語
が
め
だ
つ
。
し
か
も
、
山
ヘ
ン
や
サ
ン
ズ
イ
を
つ
か
っ
た
奇
字
が
、
連
続

し
て
い
る
の
に
も
注
意
し
よ
う
。

同
種
の
叙
し
か
た
と
し
て
、
さ
ら
に
興
味
ぶ
か
い
の
は
、
景
物
、
な
か
で
も
果
樹
や
草
木
の
描
き
か
た
で
あ
る
。
蕭
繹
は
、
果
樹

や
草
木
の
名
を
い
ち
い
ち
あ
げ
て
ゆ
く
の
だ
が
、
そ
の
挙
例
の
し
か
た
が
、
じ
つ
に
饒
舌
に
し
て
情
熱
的
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

荊
州
の
植
生
を
叙
し
た
第
七
段
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
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爾
乃
樹
之
榛
栗
、
椅
桐
梓
漆
。

三
巴
黄
甘
、

桃
蔭
井
而
成
蹊
、

�
鳴
枝
而
候
稻
、

千
戸
朱
橘
。

萍
浮
江
而
泛
実
。

范
飛
冠
而
吐
蜜
。

復
有

水
底
石
髮
、

書
帯
新
抽
、

反
魂
長
生
、

金
塩
玉
	
、

山
筋
地
骨
。

屏
風
牙
発
。

霊
壽
女
貞
。

堯
韭
舜
栄
。



さ
ら
に
植
栽
と
し
て
は
、
榛
は
し
ば
み

、
栗
、
椅
い
い
ぎ
り

、
桐
、
梓
、
漆
が
あ
る
。
ま
た
三
巴
の
黄
甘
、
千
戸
の
朱
橘
が
生
じ
て
い
る

ぞ
。
桃
樹
は
井
戸
を
お
お
っ
て
蹊

こ
み
ち
を
な
し
、
萍
草
は
江
水
に
う
か
び
実
も
た
だ
よ
っ
て
い
る
。
�
は
枝
に
な
い
て
、
稲
が
み

の
る
の
を
ま
ち
、
蜂
は
冠
あ
た
り
と
び
ま
わ
っ
て
、
蜜
を
た
め
て
い
る
。
水
底
に
は
こ
け
が
生
じ
、
山
麓
に
は
地
骨
が
は
え

て
い
る
。
書
帯
が
あ
ら
た
に
と
れ
、
屏
風
は
芽
が
で
て
き
て
い
る
ぞ
。
ま
た
反
魂
や
長
生
、
霊
壽
や
女
貞
の
樹
木
が
生
じ
て

い
る
し
、
金
塩
、
玉

ぎ
ょ
く

�し

、
堯
ぎ
ょ
う

韭
き
ゅ
う

、
舜
栄
な
ど
の
薬
草
も
あ
る
な
。

交
譲
の
種
類
、
代
謝
の
名
前
と
し
て
は
、
忘
憂
、
長
楽
、
桃
杷
、
鼓
筝
な
ど
が
あ
る
。
さ
ら
に
竹
の
種
類
と
し
て
は
、
�

う
ん

�
と
う

、
緑
り
ょ
く

�
ろ
く

、
交
戦
、
策
皮
な
ど
も
生
じ
て
い
る
ぞ
。

こ
れ
は
、
蕭
繹
が
赴
任
し
た
渚
宮

(
江
陵)

の
様
子
を
叙
し
た
部
分
で
あ
る
。
蕭
繹
は
、
そ
の
地
の
植
生
を
観
察
し
て
ゆ
く
の
だ

が
、｢

榛
、
栗
、
椅
、
桐
、
梓
、
漆
が
あ
る
。
ま
た
三
巴
の
黄
甘
、
千
戸
の
朱
橘
が
生
じ
て
い
る｣

な
ど
と
、
果
樹
や
草
木
の
名
を

こ
ま
か
く
あ
げ
て
い
る
。
た
だ

｢

た
く
さ
ん
の
果
樹
や
草
木
が
生
じ
て
い
る｣

な
ど
と
せ
ず
、
い
ち
い
ち
そ
の
名
を
言
あ
げ
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
い
ち
い
ち
名
を
か
ぞ
え
あ
げ
る
こ
と
で
、
江
陵

(

さ
ら
に
梁)

の
地
の
物
産
の
ゆ
た
か
さ
を
強
調
し
よ
う
と

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、｢

梁
の
こ
の
江
陵
の
地
に
は
、
こ
ん
な
果
樹
も
生
じ
て
い
る
し
、
あ
ん
な
草
木
も
し
げ
っ
て
い
る
。

あ
れ
も
あ
る
し
、
こ
れ
も
あ
る
ぞ
。
な
ん
と
ゆ
た
か
で
は
な
い
か
、
な
ん
と
広
大
で
は
な
い
か｣

と
自
慢
し
て
い
る
の
だ
。
だ
か
ら

列
挙
の
意
欲
も
、
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
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交
譲
之
目
、

忘
憂
長
楽
、
竹
則

�
�
緑
�
、

代
謝
之
名
、

桃
杷
鼓
筝
。

交
戦
策
皮
。



六

漢
賦
ふ
う
雄
大
さ

と
こ
ろ
で
、
右
の
連
綿
字
や
双
声
、
畳
韻
の
多
用
や
饒
舌
な
事
物
の
列
挙
を
み
る
と
、
す
ぐ
な
に
か
の
叙
法
が
、
お
も
い
だ
さ
れ

る
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
。
漢
代
大
賦
の
叙
法
、
こ
れ
に
似
て
い
る
の
だ
。
つ
ま
り
蕭
繹
は
、
漢
代
大
賦
、
た
と
え
ば
司
馬
相
如

｢

子
虚
上
林
賦｣
な
ど
の
叙
法
を
脳
裏
に
う
か
べ
、
そ
れ
に
模
し
た
行
文
を
つ
づ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
指
摘
し
た
の
が
、
袁
丁

｢

意
気
貫
注

斉
梁
逸
格

読
梁
元
帝
蕭
繹
玄
覧
賦｣

(『

文
史
知
識』

二
〇
一
五
―
六)

と
い
う
論
文
で
あ
る
。
袁
丁
氏
は
、
こ
の
御
論
で
両
者
の
相
関
を
み
ぬ
い
た
う
え
で
、｢

玄
覧
賦｣

を
紀
行
で
な
く
、
漢
代
大
賦
の
な

が
れ
の
な
か
に
位
置
づ
け
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
袁
丁
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
描
写
の
し
か
た
、
な
か
で
も
右
に
あ
げ
た

｢

沸ふ
つ

渭い

渝ゆ

溢い
つ

し
、
瀲れ
ん

淡た
ん

連
延
す｣

(

第
九
段)
や

｢

之
に
樹う

う
る
は
榛
栗
、
椅
桐
梓
漆｣

(

第
七
段)

の
叙
法
は
、
枚
乗

｢

七
発｣

、
司
馬
相

如

｢

子
虚
上
林
賦｣

、
班
固

｢

両
都
賦｣

、
張
衡

｢

二
京
賦｣

な
ど
か
ら
の
影
響
を
お
も
わ
せ
る
と
い
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
右
で

み
た
国
家
的
規
模
の
自
慢
や
規
模
壮
大
な
自
然
描
写
も
、
漢
賦
を
模
し
た
王
朝
賛
美
で
あ
り
、
叙
景
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

さ
ら
に
袁
丁
氏
は
、
そ
も
そ
も
蕭
繹
が
あ
た
ら
し
い
官
位
を
え
て
、
梁
の
国
内
を
へ
め
ぐ
る
こ
と
じ
た
い
が
、
漢
賦
ふ
う
の
創
作

態
度
に
通
じ
る
も
の
だ
と
い
う
。
こ
こ
で
い
う
漢
賦
の
創
作
態
度
と
い
う
の
は
、
袁
氏
に
よ
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
を
さ
す
。

○
司
馬
相
如
為
上
林
子
虚
賦
、
意
思
蕭
散
、
不
復
与
外
事
相
関
。
控�

引�

天�

地�

、
錯�

綜�

古�

今�

、
忽
然
如
睡
、
煥
然
而
興
。
幾
百
日

而
後
成
。

司
馬
相
如
が

｢

子
虚
上
林
賦｣

を
つ
く
る
に
さ
い
し
て
は
、
彼
は
精
神
を
冷
静
に
た
も
ち
、
外
事
と
の
関
係
を
い
っ
さ
い

た
ち
き
っ
た
。
そ
し
て

[

心
中
に]

天
地
を
ひ
き
よ
せ
、
古
今
に
想
い
を
は
せ
、
急
に
ね
む
っ
た
か
と
お
も
え
ば
、
は
っ
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き
り
と
目
ざ
め
た
り
し
た
。
こ
の
状
態
が
何
百
日
か
つ
づ
い
て
、
よ
う
や
く
完
成
で
き
た
の
で
あ
る
。

○
相
如
曰
、
合
�
組
以
成
文
、
列
錦
�
而
為
質
。
一
経
一
緯
、
一
宮
一
商
。
此
賦
之
跡
也
。
賦�

家�

之�

心�

、
苞�

括�

宇�

宙�

、
総�

覧�

人�

物�

。[
賦
の
創
作
を
と
わ
れ
た]

司
馬
相
如
は
こ
た
え
た
。｢

く
み
ひ
も
を
あ
わ
せ
て
模
様

(

文
飾)

を
つ
く
り
、
錦
�
を
つ

ら
ね
て
生
地

(

内
容)

に
す
る
よ
う
な
も
の
だ
。
た
て
糸
を
と
お
せ
ば
、
つ
ぎ
に
よ
こ
糸
を
と
お
す
。
あ
る
字
を
宮
の
音

に
す
れ
ば
、
つ
ぎ
の
字
は
商
の
音
と
す
る
。
こ
れ
が
賦
の
作
り
か
た
で
あ
る
。
賦
家
の
精
神
た
る
や
、
宇
宙
を
つ
つ
み
こ

み
、
人
や
事
物
の
あ
り
よ
う
を
み
と
お
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ｣

。

こ
れ
は
と
も
に
、
司
馬
相
如
の
賦
作
に
か
か
わ
る
逸
話
で
あ
る
。
こ
の
逸
話
、
と
も
に

[

小
説
に
属
す
る]

『

西
京
雑
記』

巻
二

に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
い
さ
さ
か
信
憑
性
に
は
欠
け
る
き
ら
い
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
古
来
、
困
難
な
創
作
に
た
ち
む
か
う

賦
家
の
意
気
ご
み
を
し
め
し
た
も
の
と
し
て
、
よ
く
と
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
。

袁
丁
氏
が
着
目
さ
れ
た
の
は
、
こ
こ
の｢[
心
中
に]

天
地
を
ひ
き
よ
せ
、
古
今
に
想
い
を
は
せ
る｣

と
、｢

賦
家
の
精
神
た
る
や
、

宇
宙
を
つ
つ
み
こ
み
、
人
や
事
物
の
あ
り
よ
う
を
み
と
お
す｣

と
い
う
、
か
な
り
大
仰
か
つ
誇
大
な
こ
と
ば
で
あ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、

蕭
繹
は
こ
の
と
き
ま
で
、
建
康
を
拠
点
と
し
な
が
ら
、
琅
邪
、
彭
城
、
会
稽
、
丹
陽
、
荊
州
、
江
州
な
ど
の
地
を
、
遠
近
さ
ま
ざ
ま

赴
任
し
、
へ
め
ぐ
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
、
中
国
の
東
西
を
横
断
す
る
行
為
は
、
巨
大
な
規
模
で
の
空
間
的
移
動
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
う
し
た
巨
大
な
移
動
を
叙
し
た

｢

玄
覧
賦｣

は
、
天
地
を
ひ
き
よ
せ
、
宇
宙
を
つ
つ
み
こ
う
も
う
と
し
た
漢
代
賦
家
の
精
神
に
は

お
よ
ば
ぬ
も
の
の
、
そ
れ
で
も
南
朝
文
学
で
は
め
ず
ら
し
い
、
規
模
雄
大
さ
を
有
す
る
も
の
だ
。
そ
の
意
味
で
、
蕭
繹

｢

玄
覧
賦｣

の
創
作
は
、[

司
馬
相
如
な
ど
の]

漢
代
賦
家
の
態
度
に
ち
か
い
も
の
な
の
で
あ
る

と
。

こ
う
し
た
、｢

玄
覧
賦｣

を
漢
賦
に
比
そ
う
と
す
る
袁
丁
氏
の
見
か
た
は
、
け
っ
し
て
荒
唐
無
稽
な
も
の
で
は
な
い
。｢

志
意
不
得｣
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(

不
遇
感)

が
な
く
、
全
篇
に
自
信
や
自
賛
の
情
が
み
な
ぎ
っ
て
い
る
こ
と
、
壮
大
な
自
然
描
写
や
詳
細
な
事
物
列
挙
が
な
さ
れ
て

い
る
こ
と
、
連
綿
字
や
双
声
、
畳
韻
、
さ
ら
に
山
ヘ
ン
や
サ
ン
ズ
イ
を
つ
か
っ
た
奇
字
を
多
用
す
る
こ
と

こ
れ
ら
の｢

玄
覧
賦｣

の
特
徴
は
、
た
し
か
に
漢
賦
へ
の
接
近
を
示
唆
す
る
も
の
だ

(

た
だ
し
漢
賦
に
は
、｢

感
今
思
古｣

(

故
事
列
挙)

の
叙
法
は
存
し
な

い)

。
そ
の
意
味
で
は
、｢

玄
覧
賦｣

の
叙
法
は
、
六
朝
ふ
う
の
繊
細
さ
を
追
求
し
た
も
の
で
な
く
、
漢
賦
ふ
う
壮
大
さ
を
め
ざ
し
た

も
の
だ
と
い
え
よ
う
。

｢

玄
覧
賦｣

と
漢
賦
と
の
相
関
で
は
、
も
う
ひ
と
つ
注
目
し
た
い
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
賦
中
に
お
け
る
作
者
の
位
置
づ
け
だ
。

司
馬
相
如
の

｢

子
虚
上
林
賦｣

の
場
合
で
は
、
賦
家

(

司
馬
相
如)

自
身
は
後
面
に
ひ
っ
こ
み
、
子
虚
や
烏
有
先
生
が
長
広
舌
を

ふ
る
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
楚
の
雲
夢
沢
や
長
安
の
上
林
苑
の
広
大
さ
、
豊
麗
さ
を
強
調
し
つ
つ
、
漢
王
朝
の
偉
大
さ
を
賛
美
し
て

い
た
。
そ
れ
に
対
し｢

玄
覧
賦｣
で
は
、
作
者
の
蕭
繹
自
身
が
前
面
に
で
て
い
る
。
そ
し
て
彼
自
身
が
、
梁
朝
の
偉
大
さ
を
叙
し
て
、

ほ
め
た
た
え
て
い
た
。

た
だ
、
右
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
か
く
叙
し
て
い
る
蕭
繹
そ
の
ひ
と
も
、
ほ
め
ら
れ
る
べ
き
梁
室
の
一
員
な
の
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、｢

玄
覧
賦｣

に
お
け
る
梁
朝
賛
美
の
こ
と
ば
は
、
け
っ
き
ょ
く
、
蕭
繹
そ
の
ひ
と
に
む
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
、
と
れ
て

し
ま
う
。
そ
の
た
め
、
こ
の
賦
の
自
画
自
賛
ふ
う
性
格
が
、
い
っ
そ
う
つ
よ
ま
っ
て
く
る
の
だ
。
漢
賦
ふ
う
の
壮
大
な
叙
述
の
奥
か

ら
、｢

ど
う
だ
。
オ
レ
は
す
ご
い
だ
ろ
う｣

と
い
う
声
が
、
か
す
か
に
き
こ
え
て
く
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
し
た
作
だ
っ
た
か

ら
こ
そ
、
蕭
繹
は
、
自
分
で
も
こ
の
賦
が
気
に
い
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
自
画
自
賛
ふ
う
叙
し
か
た
が
、
蔡
大
宝
か
ら

｢

野
心
あ
り｣

と
お
も
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
お
も

う
。
江
陵
訪
問
を
お
え
て
、
蕭
�
の
も
と
に
か
え
っ
た
大
宝
は
、
主
君
の
蕭
�
に

｢

湘
東

(

蕭
繹)

は
必
ず
異い

図と

有
り
。
禍
乱
将ま
さ

に

作お
こ

ら
ん
と
す｣

と
忠
告
し
た
と
い
う

(

前
出)

。
そ
れ
は
、
こ
の

｢

玄
覧
賦｣
の
内
容
の
な
か
に
、
右
の
よ
う
な
自
信
や
自
画
自
賛
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ぶ
り
を
感
じ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
自
信
や
自
賛
は
、
す
ぐ
政
治
的
野
心
に
変
化
す
る
も
の
だ
。
異
図
を
有
し
、
禍
乱
を
ひ
き

お
こ
し
そ
う

他
人
に
そ
う
お
も
わ
せ
る
危
う
さ
を
、｢

玄
覧
賦｣

は
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、｢

玄
覧
賦｣

に
蕭

繹
の
野
心
を
み
ぬ
い
た
大
宝
の
直
感
は
、
じ
つ
に
秀
逸
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

七

ご
っ
た
煮

と
こ
ろ
が
で
あ
る
。

こ
れ
ほ
ど
自
信
や
意
欲
を
に
じ
ま
せ
な
が
ら
、
蕭
繹
は
な
ぜ
か
篇
末
で
は
、
奇
妙
な
ほ
ど
つ
つ
ま
し
い
こ
と
を
の
べ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
蕭
繹
は
賦
の
末
尾

(
第
十
段)

で
、｢

文
人
と
し
て
世
を
お
え
た
い
と｣

い
う
意
外
な
希
望
を
の
べ
て
、
こ
の
巨
大
な
作

を
と
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

私
は
幼
時
よ
り
読
書
す
る
の
が
す
き
だ
っ
た
が
、
そ
れ
は
現
在
も
か
わ
る
こ
と
は
な
い
。
雲
気
や
芝
英
で
か
か
れ
た
文
書
や
、

懸け
ん

針し
ん

や
倒と
う

薤か
い

で
か
か
れ
た
書
物
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
黄
色
の
書
帙
で
お
お
っ
た
り
、
酸さ
ん

棗そ
う

の
珠
で
か
ざ
っ
た
り
し
て
い
る
。
ま

た
河
献
王
の
よ
う
に
善
本
を
収
集
し
た
り
、
儒
者
の
学
識
を
尊
敬
し
た
り
も
し
て
い
る
。
…
…
私
は
、
古
今
の
悠
久
の
時
間
の

な
が
れ
に
思
い
を
は
せ
な
が
ら
、
著
述
し
な
が
ら
世
を
お
え
た
い
と
念
じ
て
い
る
の
だ
よ
。

最
後
の

｢

嗟
今
来
而
古
往
、
方
絶
筆
於
獲
麟｣

、
前
句
は
潘
岳

｢

西
征
賦｣
の

｢

迺
す
な
わ
ち
喟き

然ぜ
ん

と
し
て
歎
じ
て
曰
く
、
古
往
今
来
、
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幼
墳
藉
以
自
娯
、
迄
方
今
而
不
渝
。

雲
気
芝
英
之
簡
、

緘
乎
蒸
栗
之
帙
、

擬
河
献
之
留
真
、

懸
針
倒
薤
之
書
。

飾
乎
酸
棗
之
珠
。

希
淳
儒
之
席
珍
。

…
…
嗟
今
来
而
古
往
、
方
絶
筆
於
獲
麟
。



�
は
る

か
な
る
か
な
悠
な
る
か
な｣

を
ふ
ま
え
、
下
句
は

『

左
氏
伝』

哀
公
十
四
年
の
獲
麟
の
故
事
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
要
す
る
に
蕭
繹

は
、
古
今
の
歴
史
に
思
い
を
よ
せ
な
が
ら
、
生
涯
の
最
期
ま
で
筆
を
と
り
つ
づ
け
た
い
、
と
か
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
蕭
繹
の
著
述
ず
き
は
、
う
そ
で
は
な
い
。
彼
は
十
四
歳
の
と
き
に
片
目
を
失
明
し
た
が
、
学
問
は
や
め
な
か
っ
た
。

自
分
で
書
を
よ
ま
ぬ
か
わ
り
に
、
読
み
あ
げ
係
を
そ
ば
に
お
き
、
昼
夜
を
と
わ
ず
読
誦
を
き
き
つ
づ
け
た
。
そ
の
結
果
、
彼
は
博
大

な
知
識
を
身
に
つ
け
、
お
お
く
の
著
述
を
か
い
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
生
涯
の
最
期
ま
で
筆
を
と
り
つ
づ
け
た
い
と
い

う
の
は
、
も
っ
と
も
な
発
言
だ
と
い
え
な
く
は
な
い
。

し
か
し
、
蕭
繹
は
そ
れ
以
上
に
、
つ
よ
い
政
治
的
野
心
を
も
っ
て
い
た
。
じ
っ
さ
い
、
こ
の
賦
を
か
い
て
三
年
後
、
侯
景
の
乱
が

勃
発
す
る
や
、
彼
は
悪
鬼
の
ご
と
き
人
間
に
変
貌
し
た
。
そ
し
て
、
自
分
が
梁
の
帝
位
に
つ
か
ん
と
し
て
、
叛
将
の
侯
景
は
も
と
よ

り
、
ラ
イ
バ
ル
に
な
り
う
る
親
族
を
つ
ぎ
つ
ぎ
と
殺
害
し
、
死
屍
累
累
の
修
羅
道
を
あ
ゆ
ん
で
い
っ
た
の
だ
っ
た
。

そ
う
し
た
彼
の
強
烈
な
野
心
は
、
こ
の

｢

玄
覧
賦｣

の
な
か
で
も
、
す
で
に
チ
ラ
チ
ラ
み
え
て
い
た
。｢

天
下
に
は
び
こ
る
悪
漢

ど
も
を
こ
ろ
し
、
長
鯨
の
ご
と
き
梟
雄
た
ち
を
ま
っ
ぷ
た
つ
に
し
て
や
ろ
う
と
念
じ
て
い
た｣

や
、｢

天
子

(

父
の
武
帝)

さ
ま
は
、

私
の
忠
誠
ぶ
り
を
お
知
り
に
な
ら
れ
、
詔
を
く
だ
し
て
承
明
宮
で
謁
見
し
て
く
だ
さ
っ
た｣

が
そ
れ
だ
。
か
く
、
お
の
が
戦
功
や

[

父
帝
か
ら
の]

信
頼
ぶ
り
を
自
慢
す
る
と
こ
ろ
に
、
彼
の
功
名
心
や
野
心
が
か
い
ま
み
え
て
い
る
。
ど
う
だ
、
す
ご
い
だ
ろ
う
と
、

い
わ
ん
ば
か
り
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
彼
が
、
こ
の
賦
の
末
尾
で
と
つ
ぜ
ん
、
著
述
に
専
念
し
な
が
ら
世
を
お
え
た
い
な
ど
と
い
う
、
つ
つ
ま
し

や
か
な
希
望
を
か
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で

｢

玄
覧
賦｣
を
よ
み
す
す
ん
で
き
た
者
は
、
野
心
勃
々
だ
っ
た
蕭
繹
の
意
外

な
発
言
に
、
ア
レ
ッ
と
お
ど
ろ
い
て
し
ま
う
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
著
述
の
希
望
は
、
こ
れ
以
前
の

[

賦
中
の]

発
言
と
、
一
致
し
な

い
か
ら
で
あ
る
。
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た
だ
、
こ
の

｢

玄
覧
賦｣

を
細
心
に
よ
ん
で
み
る
と
、
こ
の
種
の
意
外
な
発
言
を
す
る
こ
と
は
、
こ
こ
以
前
で
も
、
な
い
で
は
な

か
っ
た
の
だ
。
た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
発
言
が
そ
れ
で
あ
る
。

わ
が
半
生
の
行
動
を
ふ
り
か
え
れ
ば
、
私
は
、
つ
ね
に
篤
実
で
あ
り
正
道
を
あ
ゆ
ん
で
き
た
。
石せ

き

崇す
う

の
ご
と
き
大
金
も
ち
に

な
ろ
う
と
お
も
わ
ず
、
き
よ
ら
か
な
神
仙
の
志
も
ま
げ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
つ
ね
に
身
を
つ
つ
し
ん
で
節
度
を
ま
も
り
、

父
上
の
や
す
ら
か
な
王
道
の
お
か
げ
を
こ
う
む
っ
て
き
た
。
し
ず
か
な
生
活
は
ひ
と
が
の
ぞ
む
も
の
だ
が
、
私
は
こ
れ
を
自

然
に
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。

こ
れ
は
、
末
尾
の
第
十
段
に
あ
る
こ
と
ば
で
、
蕭
繹
が
自
己
の
半
生
を
回
顧
し
て
か
た
っ
た
場
面
で
あ
る
。
自
分
は

｢

つ
ね
に
篤

実
で
あ
り
正
道
を
あ
ゆ
ん
で
き
た｣

と
、
堅
実
な
生
き
か
た
を
の
べ
、
ま
た

｢

し
ず
か
な
生
活
は
ひ
と
が
の
ぞ
む
も
の
だ
が
、
私
は

こ
れ
を
自
然
に
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た｣
と
神
妙
な
こ
と
を
の
べ
て
い
る
。
こ
れ
も
、[

野
心
家
の
彼
に
し
て
は]

予
想
外
に

実
直
な
こ
と
ば
で
あ
り
、
ま
た
自
己
認
識
だ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

樹
に
し
が
み
つ
い
て
命
乞
い
す
る
猿
を
気
の
ど
く
に
お
も
い
、
木
の
株
に
激
突
し
て
死
ん
だ
兔
を
い
た
ん
だ
も
の
だ
。
そ
の

た
び
に
は
っ
と
顔
色
を
か
え
て
、
す
す
む
馬
車
の
向
き
を
か
え
た
も
の
だ
よ
。
ま
た
子
鹿
を
み
て
は
、
不
憫
だ
な
と
お
も
い
、

小
魚
を
目
に
し
て
は
、
憐
れ
み
の
情
を
お
こ
し
た
も
の
だ
っ
た
な
あ
。
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観
進
退
於
我
生
、
毎
篤
靖
而
居
貞
。

羞
為
金
谷
之
富
、

不
矯
石
閭
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。



こ
れ
は
、
反
乱
を
鎮
圧
し
た
あ
と
、
自
分
は
こ
う
だ
っ
た
と
の
べ
た
一
節
で
あ
る

(

第
七
段)

。
こ
こ
の
猿
や
兎
、
子
鹿
や
小
魚

は
、
も
ち
ろ
ん
敵
軍
の
兵
士
の
喩
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
蕭
繹
は
、
彼
ら
し
く
な
く
、
小
動
物

(

敵
の
兵
士)

た
ち
を

｢

気
の
ど
く
に

お
も
い｣

｢

い
た
ん｣

で
い
る
。
そ
し
て

｢

は
っ
と
顔
色
を
か
え
て
、
す
す
む
馬
車
の
向
き
を
か
え
た｣

た
と
い
う
。
自
分
は
、
戦

場
に
お
い
て
勇
猛
だ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
命
乞
い
す
る
者
や
よ
わ
い
者
を
あ
わ
れ
み
、
ゆ
る
し
て
や
る
だ
け
の
大
度
量
の
持
ち
主
だ
っ

た
、
と
い
い
た
い
の
だ
ろ
う
。
だ
が
彼
は
ほ
ん
と
う
に
、
か
く
相
手
の
兵
士
を
同
情
し
、
い
た
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
の
生
涯
に

み
え
る
、
残
虐
非
道
な
行
い
を
し
る
者
か
ら
す
れ
ば
、
じ
つ
に
ふ
し
ぎ
な
発
言
に
う
つ
り
、
い
さ
さ
か
の
混
乱
さ
え
お
ぼ
え
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。

広
漠
た
る
秋
の
平
原
を
の
ぞ
み
、
す
す
り
な
く
寒
江
の
な
が
れ
に
む
か
っ
た
。
す
る
と
、
わ
き
お
こ
る
行
雲
は
ち
り
ぢ
り
と

な
り
、
そ
よ
た
る
風
も
ふ
き
よ
せ
て
き
た
。
そ
う
し
た
な
か
、
哀
切
な
羌

き
ょ
う

笛て
き

の
響
き
を
き
き
、
さ
み
し
げ
な
胡こ

笳か

の
音
に

耳
を
か
た
む
け
る
。
袖
を
に
ぎ
っ
て
涙
を
な
が
し
、
馬
上
の
ひ
と
と
な
っ
て
も
、
わ
か
れ
が
た
い
気
分
だ
っ
た
な
あ
。

こ
れ
は
、
蕭
繹
が
荊
州
を
さ
っ
て
、
建
康
に
か
え
ろ
う
と
し
た
と
き
の
記
述
で
あ
る

(

第
七
段)

。
刺
史
と
し
て
十
二
年
以
上
を

す
ご
し
た
地
な
の
で
、
す
っ
か
り
感
傷
的
に
な
っ
て
、｢
哀
切
な
羌
笛
の
響
き
を
き
き
、
さ
み
し
げ
な
胡
笳
の
音
に
耳
を
か
た
む
け｣

て
い
る
。
さ
ら
に

｢

涙
を
な
が
し｣

｢

わ
か
れ
が
た
い
気
分
だ
っ
た｣

な
ど
と
い
う
の
は
、
修
辞
的
な
慣
用
句
を
つ
か
っ
た
だ
け
か

も
し
れ
な
い
が
、
彼
の
繊
細
さ
を
彷
彿
さ
せ
る
も
の
で
は
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、｢

玄
覧
賦｣

を
細
心
に
よ
ん
で
み
る
と
、
野
心
、
自
慢
、
自
賛
な
ど
と
は
こ
と
な
る
、
繊
細
だ
っ
た
り
情
け
ぶ
か

か
っ
た
り
す
る
側
面
が
、
う
か
が
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
か
く
み
て
く
る
と
、
篇
末
に
お
け
る
著
述
へ
の
希
望
は
、
そ
う
し
た
意
外
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な
発
言
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
た
ま
た
ま
末
尾
に
布
置
さ
れ
た
結
論
ふ
う
発
言
だ
っ
た
の
で
、
目
だ
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。

じ
つ
は
、
こ
の
賦
の
思
想
的
な
発
言
に
お
い
て
も
、
こ
れ
と
同
種
の
辻
褄
の
あ
わ
ぬ
記
述
が
、
と
き
ど
き
出
現
し
て
き
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
蕭
繹
は
第
十
段
で
、

ま
た
河
献
王
の
よ
う
に
善
本
を
収
集
し
た
り
、
儒
者
の
学
識
を
尊
敬
し
た
り
も
し
て
い
る
。

と
か
た
っ
て
、
経
書
や
儒
者
へ
の
尊
敬
の
情
を
表
明
し
て
い
た

(

前
引)

。
と
こ
ろ
が
、
第
五
段
で
は
、

私
は
、
三さ

ん

茅ぼ
う

君く
ん(

神
仙)

の
秘
籍
を
よ
み
、
煉
丹
を
叙
し
た
仙
書
に
あ
こ
が
れ
た
。
ま
た
紫
台
石
室
の
文
書
、
黒
い
題
簽
や

銀
函
の
書
物
も
手
も
と
に
あ
る
。

と
の
べ
、
神
仙
へ
の
あ
こ
が
れ
を
か
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る

(

５)

。

さ
ら
に
第
六
段
で
は
、

[

漢
武
帝
の
こ
ろ
の
壮
大
な
宮
殿
も
、
父
帝
の
お
つ
く
り
に
な
っ
た]

祇
園
精
舎
よ
り
り
っ
ぱ
と
は
い
え
ず
、
仁
愛
ぶ
り
の

点
で
も

[

父
帝
と
は]

比
較
に
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
…
…
こ
の
建
康
の
地
に
は
、
紫
紺
色
の
仏
堂
が
水
辺
に
な
ら
び
た
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。



ち
、[

仏
像
が
鎮
座
す
る]

青
蓮
の
台
座
も
風
に
ゆ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。

と
の
べ
、
祇
園
精
舎
や
紫
紺
色
の
仏
堂
、
青
蓮
の
台
座
の
う
る
わ
し
さ
を
か
た
っ
て
い
る
。
こ
こ
の
祇
園
精
舎
は
、
も
ち
ろ
ん
僧
院

だ
が
、｢

紫
紺
の
堂｣

｢

青
蓮
の
台｣

も
、
父
の
梁
武
帝
が
建
立
し
た
仏
道
修
行
の
建
物
を
さ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
蕭
繹
は
こ
の
賦
の
な
か
で
、
儒
、
道
、
仏
の
三
教
へ
、
ひ
と
し
く
敬
意
を
は
ら
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
う
し
た
自
在

な
思
想
の
あ
り
か
た
は
、
こ
の
時
期
の
ひ
と
に
は
め
ず
ら
し
く
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
一
篇
の
な
か
に
、
こ
う
し
た
語
句
が
あ
る

の
は
奇
妙
に
感
じ
ら
れ
、
混
乱
し
た
よ
う
な
印
象
が
否
定
し
が
た
い
。
こ
う
し
た
記
述
は
、
や
は
り
厳
密
に
い
え
ば
、
矛
盾
と
い
う

べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
こ
の

｢
玄
覧
賦｣

に
は
、
雑
多
な
要
素

(

紀
行
、
故
事
列
挙
、
立
身
、
戦
功
、
梁
朝
賛
美
、
漢
賦
模
擬
、
読

書
、
文
学
、
著
述)

や
矛
盾
し
た
自
己
認
識

(

皇
族
、
英
雄
、
武
人
、
憐
れ
み
ぶ
か
い
、
著
述
ず
き
、
文
人)

、
そ
し
て
混
乱
し
た

思
想
傾
向

(

儒
教
、
玄
学
、
仏
教)
な
ど
が
、
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
と
、
そ
し
て
ち
ぐ
は
ぐ
に
、
い
り
ま
じ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
比
喩

的
に
い
え
ば
、
い
ろ
い
ろ
な
材
料
を
ほ
う
り
こ
ん
だ
、
ご
っ
た
煮
ふ
う
の
作
と
い
え
よ
う
か
。

な
ぜ
、
こ
ん
な
ご
っ
た
煮
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。

そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
蕭
繹
の
つ
よ
い
自
己
顕
示
欲
が
、
そ
う
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
。
彼
は｢

性
と
し
て
矯
い
つ
わ
り
飾
る
を
好
む｣

(『

南
史』

本
紀)

、
つ
ま
り
体
面
を
か
ざ
る
の
が
だ
い
す
き
な
男
だ
っ
た
。
だ
か
ら
蕭
繹
は
こ
の
賦
で
も
、
自
分
は
文
武
の
両
道
に
通
じ
て
い

る
の
だ
ぞ
と
、
俊
英
ぶ
り
を
誇
示
し
た
か
っ
た
の
だ
。

つ
ま
り
蕭
繹
は
、
こ
の
賦
で
こ
う
い
い
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
自
分
は
高
貴
な
梁
室
の
一
員
で
あ
り
、
父
帝
か
ら
も
信
用
さ
れ
て

い
る
ぞ
。
戦
場
で
功
績
を
た
て
た
こ
と
も
あ
る
し
、
地
方
官
と
し
て
も
が
ん
ば
っ
て
き
た
。
ま
た
つ
よ
い
だ
け
で
な
く
、
思
い
や
り

や
憐
れ
み
ぶ
か
さ
も
有
し
て
い
る
ぞ
。
読
書
も
す
き
だ
し
、
著
述
に
も
熱
心
だ
。
ま
た
儒
教
、
玄
学
、
仏
教
の
ど
れ
に
も
通
じ
て
い
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る
。
こ
の
よ
う
に
、
自
分
は
あ
れ
も
こ
れ
も
、
な
ん
で
も
で
き
る
男
で
あ
る
ぞ
、
と
。

そ
う
し
た
蕭
繹
か
ら
み
れ
ば
、
ご
っ
た
煮
だ
な
ど
と
い
わ
れ
る
筋
合
い
は
、
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
な
に
し
ろ
、
自
分
は
じ
っ

さ
い
に
、
皇
族
で
も
あ
り
、
英
雄
で
も
あ
り
、
憐
れ
み
ぶ
か
い
人
間
で
も
あ
り
、
ま
た
三
教
に
通
じ
た
文
人
で
も
あ
る
の
だ
。
だ
か

ら
、
べ
つ
に
矛
盾
し
た
こ
と
な
ど
は
叙
し
て
い
な
い

。
こ
う
し
た
欲
ば
っ
た
、
そ
し
て
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
自
賛
意
欲
が
、

｢

玄
覧
賦｣
を
ご
っ
た
煮
ふ
う
の
内
容
に
し
、
そ
し
て
混
乱
し
た
印
象
を
あ
た
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。

八

紀
行
か
ら
言
志
へ

さ
て
、｢

玄
覧
賦｣

が
有
す
る
内
容
に
つ
い
て
、
気
づ
い
た
こ
と
を
の
べ
て
き
た
。
も
う
そ
ろ
そ
ろ
、
結
論
に
す
す
ん
で
も
よ
か

ろ
う
。
こ
の
蕭
繹

｢

玄
覧
賦｣

と
い
う
巨
大
な
賦
は
、
文
学
史
上
で
み
た
と
き
、
い
っ
た
い
い
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
い
か
に
評
さ

れ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、｢

玄
覧
賦｣

の
位
置
づ
け
か
ら
か
ん
が
え
て
み
よ
う
。

本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
、
こ
の
賦
は
紀
行
の
賦
に
属
す
る
と
の
べ
、
そ
の
よ
う
に
あ
つ
か
っ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
か
く｢

玄
覧
賦｣

の
内
容
を
み
て
き
た
と
き
、
ど
う
や
ら
、
そ
の
見
か
た
は
修
正
す
る
必
要
が
あ
り
そ
う
だ
。

と
い
う
の
は
、｢

玄
覧
賦｣

は
、
紀
行
の
賦
の
特
徴
と
い
う
べ
き

｢

志
意
不
得｣

(

不
遇
感)

と

｢

感
今
思
古｣

(

典
故
列
挙)

の

う
ち
、
前
者
の
不
遇
感
を
ま
っ
た
く
有
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
い
や
、
も
っ
て
い
な
い
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
真
逆
と
い
う
べ
き
自

慢
や
野
心
ふ
う
発
言
を
、
賦
中
で
得
意
げ
に
叙
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
発
言
を
も
つ

｢

玄
覧
賦｣

は
、
不
遇
感
に
さ
い
な
ま
れ
な
が

ら
、
景
物
を
な
が
め
故
事
を
想
起
し
て
ゆ
く
紀
行
の
賦
と
は
、
あ
い
い
れ
な
い
も
の
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
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で
は

｢

玄
覧
賦｣

は
、
い
か
な
る
賦
に
属
す
る
と
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
私
は
、
形
式
的
に
は
紀
行
の
賦
だ
が
、
実
態
と
し
て
は
、

言
志
の
賦
だ
と
み
な
す
べ
き
だ
と
お
も
う
。
じ
っ
さ
い
、『

芸
文
類
聚』

は
巻
二
十
六

｢

言
志｣

の
な
か
に
、
こ
の

｢

玄
覧
賦｣

を

採
録
し
て
い
た

(

前
出)

。
つ
ま
り

『

類
聚』

の
編
者
た
ち
は
、
こ
の
賦
を
紀
行
の
賦
で
は
な
く
、
お
の
が
志
を
か
た
っ
た
言
志
の

賦
の
一
篇
だ
と
み
な
し
た
の
で
あ
る
。
私
も
、
そ
の
考
え
に
賛
同
し
た
い
と
お
も
う
。

こ
の
蕭
繹
の
賦
、
標
題
が

｢

玄
覧｣

、
つ
ま
り

[

梁
内
の
地
を
、
巡
遊
し
て]

じ
っ
く
り
観
察
す
る
の
意
で
あ
る
こ
と
、
じ
っ
さ

い
内
容
的
に
旅
途
を
叙
し
て
い
る
こ
と
、
冒
頭
で
潘
岳

｢

西
征
賦｣

を
模
し
て
い
る
こ
と

な
ど
か
ら
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
自
分

(

蕭
繹)

で
は
、
紀
行
の
賦
を
か
こ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
完
成
し
た
あ
と
も
、｢

自
分
は
紀
行
の
賦
を
か
い
た｣

と
お
も
っ

て
い
た
の
だ
ろ
う

(

６)

。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
世
に
お
い
て
は
、
こ
の
賦
は
紀
行
の
賦
と
は
み
と
め
が
た
い
、
と
判
断
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ

(『

類
聚』

巻
二
十
六)

。
こ
れ
は
、｢

玄
覧
賦｣
固
有
の
事
情

(

不
遇
感
を
も
た
ぬ)

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
紀
行
の
賦
じ
た
い
の
変
質
も
あ
っ

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
す
な
わ
ち
、
ジ
ャ
ン
ル
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
必
然
的
に
お
こ
る
実
体
の
変
質
、
そ
れ
が
こ
こ
で
も
発
生

し
た
の
だ
と
お
も
わ
れ
る
。

そ
の
紀
行
の
賦
の
変
質
は
、｢

玄
覧
賦｣

に
お
い
て
と
つ
ぜ
ん
発
生
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
お
そ
ら
く
、
蕭
繹
以
前
か
ら
、

す
こ
し
ず
つ
変
化
し
て
き
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
紀
行
の
賦
と
さ
れ
る
謝
霊
運

｢

帰
塗
賦｣

(『

類
聚』

は

｢

行
旅｣

の
賦

に
分
類
す
る)

を
み
て
み
る
と
、
そ
の
序
文
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
ば
が
あ
る
。

昔
文
章
之
士
、
多
作
行
旅
賦
。
或
欣�

在
観
国
、
或
�
在
斥
徒
、
或
述
職
邦
邑
、
或
羈
役
戎
陣
。
事
由
於
外
、
興
不
自
已
。
雖
高

才
可
推
、
求
懐
未
�
。
今
量
分
告
退
、
反
身
草
沢
。
経
塗
履
運
、
用
感
其
心
。

む
か
し
文
学
の
士
は
、
お
お
く
紀
行
の
賦
を
つ
く
っ
た
。
彼
ら
は
そ
の
賦
中
で
、
良
俗
の
国
々
を
み
て
よ
ろ
こ
ん
だ
り
、
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左
遷
を
か
な
し
ん
だ
り
、
地
方
赴
任
を
報
告
し
た
り
、
戦
地
へ
の
出
征
を
叙
し
た
り
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
の
賦
作
は

外
的
原
因
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
自
分
か
ら
興

き
ょ
う

趣し
ゅ

を
感
じ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
彼
ら
の
才
腕
は
よ
く
理
解

で
き
た
が
、
そ
の
心
情
ま
で
は
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
今
回
、
私
は
自
分
の
本
分
を
し
っ
て
引
退
す
る
こ
と
に
な
り
、
隠
棲
の
地
へ
か
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
旅

を
つ
づ
け
時
が
た
つ
う
ち
に
、
先
人
の
心
情
に
共
感
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
霊
運
は
、
行
旅
の
賦

(

紀
行
の
賦)

に
つ
い
て
、｢

左
遷
を
か
な
し
ん
だ
り
、
地
方
赴
任
を
報
告
し
た
り｣

と
か
た
る
と

と
も
に
、｢

良
俗
の
国
々
を
み
て
よ
ろ
こ
ん
だ
り｣

と
も
叙
し
て
い
る
。
つ
ま
り
霊
運
は
、
紀
行
の
賦
に
は

｢

欣｣
(

よ
ろ
こ
ぶ
、
の

意)

の
要
素
も
あ
り
え
る
、
と
お
も
っ
て
い
た
よ
う
な
の
だ
。
こ
れ
は
、｢

志
意
不
得｣

(

不
遇
感)

を
重
視
す
る
従
前
の
見
か
た
と

は
、
こ
と
な
っ
た
も
の
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
じ
っ
さ
い
、
こ
の
謝
霊
運

｢

帰
塗
賦｣

の
本
文
を
よ
ん
で
み
る
と
、[

現
存
す

る
か
ぎ
り
で
は]

美
麗
な
山
水
を
み
て
よ
ろ
こ
ぶ
内
容
ば
か
り
で
あ
っ
て
、｢

志
意
不
得｣

も

｢

感
今
思
古｣

も
、
ほ
と
ん
ど
叙
さ

れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、｢

帰
塗
賦｣

に
お
い
て
は
、｢
志
意
不
得｣

と

｢

感
今
思
古｣

の
基
本
型
に
し
た
が
う
べ
き
だ
と
い
う
考
え
は
、
あ

ま
り
つ
よ
く
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
た
め
こ
の
賦
は
、
不
遇
感
ど
こ
ろ
か
、
山
水
の
美
を
よ
ろ
こ
ぶ
、
叙
景
中
心
の
作
に
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
紀
行
賦
ジ
ャ
ン
ル
の
変
質
に
つ
い
て
、
�
斌
杰

『

中
国
古
代
文
体
概
論』

(

増
訂
本

北
京
大
学
出
版

社

一
九
九
〇)

は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

各
ジ
ャ
ン
ル
は
、
ほ
ん
ら
い
規
範
性
と
安
定
性
と
を
有
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
発
展
の
途
上
に
お
い
て
、
つ
ね
に
変
化
し
、
更

新
し
、
拡
大
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
ジ
ャ
ン
ル
は
、
い
つ
も
安
定
と
変
革
、
規
範
と
反
規
範
の
な
か
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
が
、
ジ
ャ
ン
ル
史
上
、
し
ば
し
ば
変
体
が
出
現
す
る
原
因
で
も
あ
る
の
だ
。
こ
の
変
体
は
、
作
家
の
偶
発
的
な
試
み
の
結
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果
で
あ
っ
た
り
、
新
様
式
の
萌
芽
で
あ
っ
た
り
す
る
の
だ
が
、
け
っ
き
ょ
く
、
こ
う
し
た
ジ
ャ
ン
ル
の
発
展
は
、
い
つ
も
そ
の

分
類
に
あ
た
ら
し
い
課
題
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
ジ
ャ
ン
ル
の
分
類
に
複
雑
さ
や
多
様
性
を
ひ
き
お
こ
す

原
因
に
な
る
の
で
あ
る
。(

拙
訳

『

中
国
の
六
朝
―
ジ
ャ
ン
ル
に
よ
る
文
学
史｣

三
〇
三
頁)

�
氏
に
よ
る
と
、
ジ
ャ
ン
ル
と
い
う
も
の
は
、
時
代
に
よ
っ
て
す
こ
し
ず
つ
変
化
し
、
更
新
し
、
拡
大
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
り
、

い
つ
も
安
定
と
変
革
、
規
範
と
反
規
範
の
な
か
に
位
置
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
か
く
か
ん
が
え
れ
ば
、
紀
行
の
賦
も
そ
の
例
に
も

れ
ず
、
発
展
の
途
上
に
お
い
て
変
化
し
、
各
様
の

｢

変
体｣

や

｢

あ
た
ら
し
い
課
題｣

を
う
み
だ
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
紀
行
の
賦
で
は
当
初

(

劉
�｢

遂
初
賦｣

の
と
き)

、｢

志
意
不
得｣

と

｢

感
今
思
古｣

を
重
視
す
べ
し
、
と
い
う
考

え
が
存
し
て
い
た
。
班
彪
や
曹
昭
、
潘
岳
ら
は
、
そ
れ
を
伝
統
だ
と
意
識
し
て
つ
づ
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
謝
霊
運
の
こ
ろ
に
な
る

と
、
そ
う
し
た
伝
統
に
の
っ
と
ろ
う
と
い
う
意
識
が
と
ぼ
し
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
基
本
型
に
敬
意
を
は
ら
い
つ
つ
も
、
し
か
し

よ
り
自
由
な

｢

変
体｣

が
、
つ
づ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た

と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

た
だ
、
そ
の

｢

変
体｣

ぶ
り
が
過
度
と
な
り
、
基
本
型
か
ら
大
幅
に
は
ず
れ
て
く
る
と
、
分
類
に

｢

あ
た
ら
し
い
課
題｣

が
発
生

し
、
ジ
ャ
ン
ル
の
見
な
お
し
を
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
わ
け
だ
。
た
と
え
ば
、｢

志
意
不
得｣

(

不
遇
感)

が
過
度
に
わ
た
っ
て
く
れ

ば
、
哀
傷
や
士
不
遇
の
賦
に
属
さ
せ
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
し
、｢

感
今
思
古｣

(

典
故
列
挙)

が
つ
よ
く
な
り
す
ぎ
れ
ば
、
詠
史

の
賦
に
分
類
す
べ
し
と
な
る
、
と
い
う
ふ
う
に
。

こ
れ
を
具
体
的
に
み
た
な
ら
ば
、
謝
霊
運

｢

帰
塗
賦｣

は
、『
類
聚』

で
は
な
お
、｢

行
旅｣

(

紀
行
と
お
な
じ)

の
賦
に
属
さ
せ

ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、｢

こ
れ
は
ま
だ
、
基
本
型
か
ら
の
ず
れ
が
ち
い
さ
い｣

と
判
断
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、

蕭
繹

｢

玄
覧
賦｣

に
な
る
と
、
言
志
に
分
類
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
つ
ま
り

『
類
聚』

の
編
者
た
ち
は
、｢

こ
の
賦
は
紀
行
よ
り
も
、

言
志
の
要
素
が
つ
よ
い｣

と
判
断
し
た
わ
け
だ
。
お
そ
ら
く
、｢

玄
覧
賦｣
中
の
自
慢
や
野
心
ふ
う
発
言
が
、｢

志｣

を
か
た
っ
た
言
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志
の
賦
に
ち
か
い
、
と
お
も
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
私
は
、
こ
の

『

類
聚』

編
者
の
判
断
を
妥
当
だ
と
お
も
う
の
で
あ
る
。

九

あ
ざ
と
い
印
象

つ
ぎ
に
、
こ
の

｢

玄
覧
賦｣

は
、
い
か
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
文
章
と
し
て
は
、
上
乗
の
作
だ
と
い
え
よ
う
。
修
辞
的
彫
琢
が
ほ
ど
こ
さ
れ
た
、
た
い
へ
ん
巧
緻
な
美
文
で
あ
る
。
そ
の
彫

琢
ぶ
り
を
数
字
で
し
め
し
て
み
れ
ば
、
対
偶
率
�
％
、
四
六
率
�
％
、
声
律
率
�
％
と
な
る
。
こ
れ
は
す
ば
ら
し
い
数
字
で
あ
り
、

六
朝
で
も
屈
指
の
修
辞
的
洗
練
ぶ
り
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

た
と
え
ば
、
六
朝
き
っ
て
の
名
篇
と
い
う
べ
き
陸
機

｢

文
賦｣

、
蕭
統

｢

文
選
序｣

、
徐
陵

｢

玉
台
新
詠
序｣

な
ど
と
比
較
し
て
み

よ
う
。
す
る
と
、
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句
数

対
偶

四
六

声
律

対
偶
率

四
六
率

声
律
率

地
位

玄
覧
賦

651

424

611

160

65

94

76

西
大
関

玉
台
新
詠
序

162

156

159

50

96

98

96

東
横
綱

文

賦

288

190

258

54

66

90

59

西
大
関

文
選
序

189

118

130

39

62

69

72

東
小
結



と
な
る
。｢

玉
台
新
詠
序｣

に
は
お
よ
ば
ぬ
も
の
の
、｢

文
賦｣

や

｢

文
選
序｣

よ
り
も
、
た
か
い
パ
ー
セ
ン
ト
を
有
し
て
い
る
。
も

し
こ
の
賦
を
、
か
つ
て
拙
著

『

六
朝
文
評
価
の
研
究』

で
作
成
し
た
美
文
番
付

(

同
書
五
八
一
頁)

の
う
え
に
あ
げ
た
な
ら
、
陸
機

｢
文
賦｣

を
お
し
の
け
て
、
西
大
関
の
地
位
を
し
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、｢

玄
覧
賦｣

の
修
辞
レ
ベ
ル
が
、
い
か
に
た

か
い
も
の
で
あ
る
か
が
、
了
解
し
て
い
た
だ
け
る
だ
ろ
う
。

い
っ
ぽ
う
、
内
容
面
で
は
い
か
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
欠
陥
、
つ
ま
り
具
合
の
わ
る

い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
そ
う
だ
。
で
は
、
ど
ん
な
具
合
の
わ
る
い
こ
と
が
あ
る
の
か
と
い
え
ば
、
た
と
え
ば
、
叙
述
が
冗
漫
で
な
が
す

ぎ
る
、
大
仰
で
誇
大
な
表
現
が
お
お
い
、
内
容
が
矛
盾
し
混
乱
し
て
い
る

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

こ
れ
ら
の
指
摘
、
も
っ
と
も
な
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
た
だ
、
主
観
的
な
感
想
や
特
定
の
立
場
か
ら
の
批
判
も
、
ま
じ
っ
て
な
く
は

な
さ
そ
う
だ
。
そ
こ
で
以
下
、
こ
れ
ら
の
指
摘
を
吟
味
し
な
が
ら
、
い
さ
さ
か
の
弁
護
を
し
て
み
た
い
と
お
も
う
。

第
一
に
、
冗
漫
で
な
が
す
ぎ
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。

こ
の

｢

玄
覧
賦｣

、
た
し
か
に
な
が
い
。
そ
し
て
冗
漫
だ
。
な
に
し
ろ
、
あ
の
司
馬
相
如
の

｢

子
虚
上
林
賦｣

よ
り
も
、
字
数
が

お
お
い
の
で
あ
る
。
と
く
に
お
の
が
事
績
を
叙
し
た
り
、
故
事
を
列
挙
し
た
り
す
る
部
分
が
く
ど
く
、
お
そ
ら
く
読
者
は
う
ん
ざ
り

し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
一
篇
の
内
容
も
、
一
事
や
一
時
に
焦
点
を
し
ぼ
る
こ
と
な
く
、
半
生
を
満
遍
な
く
叙
そ
う
と
し
た
た
め
、
構

成
が
ゆ
る
く
な
り
、
し
ま
り
が
な
い
印
象
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
滔
々
た
る
大
長
篇
と
い
え
ば
、
聞
こ
え
は
よ
い
が
、

際
限
の
な
い
お
喋
り
を
き
か
さ
れ
て
か
な
わ
ん
な
あ
、
と
お
も
う
ひ
と
も
す
く
な
く
あ
る
ま
い
。

た
だ
、
沈
約

｢

郊
居
賦｣

や
左
思

｢

三
都
賦｣

、
謝
霊
運

｢

撰
征
賦｣

な
ど
の
大
作
に
お
い
て
も
、
い
つ
お
わ
る
の
か
し
ら
ん
と

い
う
印
象
は
、
や
は
り
存
す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
も
う
、
長
篇
の
も
つ
宿
命
と
い
う
し
か
な
い
。｢

玄
覧
賦｣

も
ふ
く
め
、
巨
大

な
賦
と
い
う
も
の
は
、
簡
潔
な
表
現
や
ひ
き
し
ま
っ
た
構
成
な
ど
は
め
ざ
さ
ず
、
お
な
じ
よ
う
な
こ
と
を
、
お
な
じ
よ
う
な
ふ
う
に
、
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く
り
か
え
し
て
ゆ
く
。
そ
の
執
拗
な
反
復
に
よ
っ
て
、
あ
る
種
の
昂
揚
感
や
説
得
力
を
う
み
だ
し
て
ゆ
く
の
だ
。

そ
の
意
味
で
、
冗
漫
な

[

と
感
じ
ら
れ
る]

叙
法
や
巨
大
な
篇
幅
は
、
む
し
ろ
必
要
な
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
あ
な
が
ち
批

判
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
ら
を
一
方
的
に
、｢

な
が
す
ぎ
る
か
ら
ダ
メ｣

と
断
罪
し
た
な
ら
、｢

子
虚
上
林
賦｣

な
ど
も
す
べ
て
ダ
メ
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。

第
二
に
、
大
仰
で
誇
大
な
表
現
が
お
お
い
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。

こ
の
指
摘
も
、
否
定
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
欠
陥
と
も
い
え
な
い
よ
う
だ
。

た
と
え
ば
、
司
馬
相
如
の

｢

子
虚
上
林
賦｣

を
例
に
と
る
と
、
こ
の
賦
は
、
漢
王
朝
、
具
体
的
に
は
漢
武
帝
の
治
世
を
美
的
に
叙

し
て
、
ほ
め
た
た
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
相
如
は
、
た
と
え
ば
、
漢
武
帝
の
上
林
苑
の
沢
に
は
、
蛟
龍
、
赤せ

き

�ち

、
�
こ
う

�
ぼ
う

、
漸

離
、
�

ぎ
ょ
う

�
よ
う

、
�
け
ん

�
た
く

、
禺
ぎ
ょ
う

禺
ぎ
ょ
う
、
�
き
ょ

、
	
と
う

な
ど
の
奇
怪
な
生
き
物
が
す
ん
で
い
る
、
な
ど
と
叙
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
、
ヒ
レ
を
あ

げ
て
尾
を
ふ
る
わ
せ
、
鱗
を
あ
げ
翼
を
ふ
る
わ
せ
、
さ
ら
に
深
い
岩
穴
の
な
か
に
ひ
そ
み
、
か
く
れ
て
い
る

と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
叙
述
、
真
に
そ
ん
な
生
き
物

(
た
ぶ
ん
当
時
の
人
び
と
も
し
る
ま
い)

が
い
る
の
か
、
い
た
ら
ど
う
だ
と
い
う
の
か
、

な
ど
、
は
な
は
だ
疑
問
は
お
お
い
。
種
明
か
し
を
す
れ
ば
、
相
如
は
こ
の
部
分
、[

す
で
に
お
お
く
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に]

漢
帝

国
の
広
大
さ
や
豊
富
さ
を
強
調
し
よ
う
と
し
て
、｢
こ
ん
な
生
き
物
ま
で
い
る
の
だ｣

と
ぶ
ち
あ
げ
て
い
る
の
だ
。
つ
ま
り
相
如
な

り
の
意
図
は
、
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
そ
う
だ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
こ
の
記
述
、
あ
ま
り
に
大
仰
す
ぎ
は
し
な
い
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
そ
の
と
お
り
だ
ろ
う
。
し

か
し
か
く
叙
し
て
こ
そ
、
漢
帝
国
の
威
容
が
表
現
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
こ
う
し
た
大
仰
な
叙
法
は
、
王
朝
賛
美
の
賦
に

は
、
必
須
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
な
の
で
あ
る
。

蕭
繹
も
こ
の
手
法
に
な
ら
い
、
意
図
的
に
そ
う
し
た
叙
法

(

景
物
、
な
か
で
も
果
樹
や
草
木
の
描
き
か
た)

を
模
し
て
、
父
帝
の
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[

そ
し
て
自
己
の]

梁
朝
を
賛
美
し
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。
も
し
こ
れ
が
ダ
メ
と
い
う
の
な
ら
、
王
朝
賛
美
の
賦
を
か
く
こ
と
じ
た

い
が
、
不
可
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
だ
ろ
う
。

も
う
ひ
と
つ
、
潘
岳
や
謝
霊
運
ら
は
、
詩
文
の
な
か
で
し
ば
し
ば
、
自
分
を
篤
実
に
し
て
謙
虚
な
人
間
だ
と
し
、
隠
棲
し
て
し
ず

か
な
日
々
を
す
ご
し
た
い
、
な
ど
と
叙
し
て
い
る
。
軽
佻
浮
薄
の
権
化

(

潘
岳)

に
し
て
、
傲
岸
不
遜
の
化
身

(

謝
霊
運)

と
い
う

べ
き
彼
ら
が
、
こ
ん
な
自
他
を
あ
ざ
む
く
よ
う
な
こ
と
を
つ
づ
る
の
は
、
た
だ
の
気
ど
り
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
も
、
大
仰
に
美
化
し
た

発
言
だ
と
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
う
し
た
彼
ら
の
詩
文
を
ダ
メ
だ
、
と
断
じ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
軽
佻
な
人
間
は
軽
佻

な
詩
を
か
き
、
倣
岸
な
人
間
は
倣
岸
な
文
を
か
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
も
し
自
分
を
か
ざ
り
、
気
ど
っ
た
発
言
を
し
た
な
ら
、
そ

の
ひ
と
は
批
判
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
か
く
か
ん
が
え
て
く
れ
ば
、
こ
の

｢

玄
覧
賦｣

に
お
け
る

[

事
実
と
こ
と
な
る]

大
仰

な
美
化
発
言
も
、
そ
う
そ
う
批
判
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

右
は
、
漢
賦
と
潘
岳
・
謝
霊
運
の
作
を
例
に
だ
し
て
み
た
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
、
文
学
の
評
価
と
い
う
も
の
は
、
拠
事
直
書
を

お
も
ん
じ
る
歴
史
書
な
ど
と
は
、
基
準
が
こ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
大
仰
で
誇
大
な
表
現
が
お
お
い
か
ら
と
い
っ

て
、
い
ち
が
い
に
ダ
メ
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

第
三
に
、
内
容
が
矛
盾
し
混
乱
し
て
い
て
、
な
に
を
い
い
た
い
の
か
わ
か
り
に
く
い
、
と
い
う
指
摘
を
か
ん
が
え
て
み
よ
う
。

こ
の
賦
に
、
混
乱
し
た
発
言
が
お
お
い
の
は
事
実
で
あ
る
。
た
と
え
ば
一
篇
中
に
、｢

戦
功
を
た
て
た
�
著
述
が
す
き
だ｣

｢

悪

漢
ど
も
を
こ
ろ
す
�
憐
れ
み
の
情
を
有
す
る｣

｢

儒
者
を
こ
の
む
�
玄
学
が
す
き｣

の
ご
と
き
、
相
互
に
矛
盾
し
、
自
家
撞
着
し

た
発
言
が
併
存
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
蕭
繹
が
な
に
を
い
い
た
い
の
か
が
、
よ
く
わ
か
ら
ず
、
主
題
が
不
明
瞭
に
な
ら
ざ
る
を
え

な
い
の
で
あ
る
。
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た
だ
、
こ
の

｢

玄
覧
賦｣

、
そ
う
し
た
欠
陥
は
た
し
か
に
あ
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
考
察
し
て
く
れ
ば
、
こ
の
賦
の
主

題
は
、
お
の
ず
か
ら
了
解
さ
れ
て
く
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
蕭
繹
は
、
諸
侯
王
と
し
て
地
方
を
め
ぐ
っ
て
き
た
、
お
の
が
半
生
を

ふ
り
か
え
り
、
満
足
感
や
自
賛
の
情
に
ひ
た
り
つ
つ
、
こ
の
賦
を
つ
づ
っ
た
の
だ
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
彼
が
こ
の
賦
で
い
い
た
か
っ

た
こ
と
は
、｢

ど
う
だ
、
オ
レ
は
す
ご
い
だ
ろ
う｣

と
い
う
こ
と
、
こ
れ
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
私
は
、｢

玄
覧
賦｣

の
主

題
は
、
こ
う
し
た
自
慢
で
あ
り
、
自
賛
で
あ
る
は
ず
だ
、
と
お
も
う
の
で
あ
る
。

た
だ
、
あ
ま
り
に
自
画
自
賛
を
か
き
つ
ら
ね
す
ぎ
る
と
、
他
人
か
ら
警
戒
さ
れ
た
り
、
嫌
忌
さ
れ
た
り
す
る
恐
れ
が
あ
っ
た
。
そ

う
し
た
こ
と
を
、
蕭
繹
も
気
づ
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
他
人
に
本
心
を
さ
と
ら
れ
ぬ
よ
う
、
篤
実
さ
や
仁
恕
ぶ
り

(

こ

う
し
た
傾
向
も
自
分
は
あ
わ
せ
も
つ
と
、
蕭
繹
は
お
も
っ
て
い
た)

も
ま
ぶ
し
て
、
自
賛
ぶ
り
を
あ
い
ま
い
に
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
賦
の
内
容
が
混
乱
し
た
よ
う
に
み
え
、
本
心
が
わ
か
り
に
く
く
な
っ
た
の
も
、
そ
の
へ
ん
に
原
因
が
あ
っ
た
の
だ
。
そ
の
た
め
、

嗅
覚
の
す
る
ど
い
読
み
手

(

た
と
え
ば
蔡
大
宝
が
そ
れ
だ)

で
な
け
れ
ば
、
こ
の
賦
の
主
題
は
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
る
。

こ
う
し
た
事
情
を
み
て
く
る
と
、｢

玄
覧
賦｣
の
主
題
が
不
明
瞭
な
の
は
そ
の
と
お
り
だ
が
、
そ
れ
も
、
あ
る
程
度
は
や
む
を
え

な
い
こ
と
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
蕭
繹
は
、
自
分
の
い
い
た
い
こ
と

(

ど
う
だ
、
オ
レ
は
す
ご
い
だ
ろ
う)

と
、
周
辺
へ
の
気
が
ね

と
の
あ
い
だ
で
、
や
む
な
く
主
題
を
ぼ
か
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
事
情
も
勘
案
す
れ
ば
、
な
に
を
い
い
た
い
の
か
わ

か
り
に
く
い
と
い
う
こ
の
賦
の
欠
陥
も
、
多
少
は
弁
護
さ
れ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
、｢

玄
覧
賦｣

へ
の
批
判
を
吟
味
し
な
が
ら
、
そ
の
弁
護
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。
た
だ
か
く
、
蕭
繹
よ
り
の
立
場
か
ら
陳
弁

し
た
と
し
て
も
、
ど
う
し
て
も
か
ば
い
き
れ
ぬ
欠
陥
が
、
ひ
と
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
賦
中
に
充
満
す
る
自
慢
や
矜
持
が
強
烈
す

ぎ
て
、
よ
む
者
に

｢

あ
ざ
と
い｣

と
い
う
印
象
を
あ
た
え
や
す
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
つ
ま
り
こ
の
賦
は
、
読
後
感
が
た
い
へ
ん
わ
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る
い
の
で
あ
る
。

自
慢
や
矜
持
を
か
た
る
こ
と
は
、
本
人
に
は
、
気
も
ち
が
よ
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
を
き
か
さ
れ
た
り
、
よ
ま
さ

れ
た
り
す
る
他
人
か
ら
す
る
と
、
そ
の
思
い
あ
が
り
や
厚
か
ま
し
さ
が
鼻
に
つ
い
て
、
不
快
で
、
い
や
な
感
じ
が
す
る
も
の
だ
。
蕭

繹
は
こ
の
賦
中
で
、
篤
実
さ
や
仁
恕
ぶ
り
を
ま
ぶ
し
た
り
し
て
い
る
が
、
そ
れ
と
て
も
、
け
っ
き
ょ
く
は
自
慢

(

自
分
は
こ
ん
な
に

篤
実
で
あ
り
、
こ
ん
な
に
あ
わ
れ
み
ぶ
か
い
ぞ)

に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
賦
を
よ
む
者
は
、｢

オ
レ
は
え
ら
い
ぞ｣

｢

あ
れ

も
や
っ
た
ぞ｣

｢
こ
れ
も
で
き
る
ぞ｣

な
ど
の
自
慢
を
、
え
ん
え
ん
と
き
か
さ
れ
る
よ
う
に
感
じ
て
し
ま
う
の
だ
。
こ
う
し
た
、
し

つ
こ
い
自
慢
が
よ
む
者
に
あ
た
え
る
、
不
快
で
あ
ざ
と
い
印
象
、
こ
れ
が

｢

玄
覧
賦｣

の
致
命
的
な
欠
陥
だ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

く
わ
え
て
、
こ
の
欠
陥
は
、
蕭
繹
の
最
期
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
増
幅
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

後
人
が
こ
の

｢

玄
覧
賦｣

を
よ
ん
だ
と
き
、
蕭
繹
の
残
虐
な
性
格
や
執
筆
後
の
悲
惨
な
運
命
を
、
想
起
し
な
い
者
は
い
な
か
っ
た

ろ
う
。
蕭
繹
こ
と
元
帝
は
、
こ
の

｢
玄
覧
賦｣

を
つ
く
っ
て
九
年
後
、
都
に
し
て
い
た
江
陵
を
西
魏
軍
に
よ
っ
て
、
あ
っ
と
い
う
ま

に
陥
落
さ
せ
ら
れ
た
。
建
康
の
父
帝

(

蕭
衍)
に
救
出
に
む
か
わ
ず
、
親
族

(

弟
や
甥)

を
つ
ぎ
つ
ぎ
殺
害
し
て
、
ひ
た
す
ら
お
の

れ
の
践
祚
を
め
ざ
し
た
結
果
が
、
こ
う
し
た
屈
辱
的
敗
北
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
降
伏
し
た
蕭
繹

(

元
帝)

は
刑
死
さ
せ
ら
れ
た
。
江
陵
に
い
た
大
勢
の
臣
下
や
民
衆
も
、
捕
虜
や
奴
隷
と
し
て
、
北

方
に
拉
致
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
お
ま
け
に
、
混
乱
し
、
血
ま
よ
っ
た
蕭
繹
は
、
江
陵
の
陥
落
時
、
当
地
に
あ
っ
た
十
四
万
巻
の
書
物

に
火
を
か
け
、
ほ
と
ん
ど
を
湮
滅
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
書
物
の
五
厄
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
る
、
文
化
史
上
の
蛮
行
を
演
じ
た
の
で

あ
る
。

そ
う
し
た
彼
の
最
期
を
し
る
人
び
と
が
、
こ
の｢

玄
覧
賦｣

中
の
自
慢
そ
う
な
発
言
を
よ
ん
だ
と
き
、
ど
う
お
も
っ
た
だ
ろ
う
か
。

気
の
ど
く
と
お
も
う
ど
こ
ろ
か
、
亡
国
の
暗
主
が
、
な
に
を
え
ら
そ
う
な
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
か
、
と
反
発
を
お
ぼ
え
た
に
相
違
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な
い
。｢

千
古
の
罪
人
が
、
た
わ
ご
と
を
い
っ
て
い
る
ぞ｣

。
彼
ら
は
そ
う
い
い
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
の

｢

玄
覧
賦｣

は
、
さ
き
に
も
み
た
よ
う
に
、
た
い
へ
ん
な
巨
篇
で
あ
り
、
ま
た
巧
緻
な
修
辞
的
彫
琢
が
ほ
ど
こ
さ
れ
た
美
文

で
も
あ
る
。
だ
が
か
か
る
力
作
で
あ
っ
て
も
、
後
世
の
文
人
か
ら
た
か
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
は
、
つ
い
ぞ
な
か
っ
た
。
批
評
家
か
ら

名
篇
だ
と
言
あ
げ
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
ま
た
各
種
の
選
集
に
採
録
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
い
わ
ば
文
学
史
の
底
に
し

ず
ん
だ
ま
ま
、
だ
れ
に
も
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
原
因
の
お
お
く
は
、
こ
の
賦
が
有
す
る
あ
ざ
と
い
印
象

と
、
そ
し
て
蕭
繹
の
遺
臭
万
載
た
る
行
為
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

注

(

１)
｢

玄
覧｣

の
語
に
関
し
て
は
、
拙
著
『

六
朝
文
評
価
の
研
究』

一
一
六
頁
以
降
も
参
照
。

(

２)

第
三
段
の

｢

即
我
亀
蒙｣

句

(

私
の
所
領
と
な
っ
た)

は
、
な
に
げ
な
い
記
述
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

『

蕭
繹
集
校
注』

三
十
六
頁
は
、

こ
の
句
に
対
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
見
か
た
を
し
め
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の

｢

亀
蒙｣

は
、
周
公
の
封
地
内
に
あ
っ
た
山
で
あ
り
、
蕭

繹
は
そ
の
山
名
を
、
お
の
が
所
領
の
意
に
か
り
て
、
こ
う
叙
し
て
い
る

(

私
の
亀
蒙
と
な
っ
た
↓
私
の
所
領
と
な
っ
た)

。
す
る
と
蕭
繹
は

こ
の
賦
中
で
、
自
分
を
周
公
に
比
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
。

こ
の
指
摘
に
く
わ
え
、
蕭
繹
は
さ
ら
に

｢

豈
連
�
於
分
陝
、
羨
追
蹤
於
二
公｣

二
句

(

ど
う
し
て
こ
の
所
領
に

[

他
の
地
方
王
た
ち
と]

な
ら
び
た
っ
て
、
二
公

(

周
公
と
召
公)

を
模
し
た
り
で
き
よ
う
か)

で
も
、｢

分
陝｣

｢

二
公

(

周
公
と
召
公)｣

の
語
を
つ
か
っ
て
い
る
。

す
る
と
、
蕭
繹
は
ど
う
や
ら
意
識
的
に
、
自
分
を
周
公
に
擬
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

こ
の

｢

玄
覧
賦｣

の
執
筆
は
大
同
十
一
年

(

五
四
五)

、
侯
景
の
乱
が
勃
発
す
る
三
年
ま
え

(

蕭
繹
三
十
八
歳)

だ
。
と
す
れ
ば
、
こ
の

｢

蕭
繹
＝
周
公｣

の
比
擬
を
拡
大
さ
せ
て
か
ん
が
え
れ
ば
、
こ
の
時
期
に
彼
は
、
父
武
帝

(

当
時
は
八
十
二
歳)

を
周
文
王
に
、
兄
太
子
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(

当
時
は
四
十
三
歳)

を
武
王
に
、
そ
し
て
自
分
を
周
公
に
、
そ
れ
ぞ
れ
比
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
当
時
は
、
五
兄
の
蕭
続

(

廬
陵
威
王)

や
六
兄
の
蕭
綸

(

邵
陵
携
王)

が
、
ま
だ
元
気
だ
っ
た
こ
と
を
か
ん
が
え
れ
ば
、
こ
れ
は
、
不
遜
な
比
擬
だ
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し

た
比
擬
が
真
に
な
り
た
つ
と
す
れ
ば
、『

隋
書』

五
行
志
上
の
記
事

(

前
出)

が
い
う
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
蕭
繹
は
、
そ
う
と
う
傲
慢
な

態
度
を
と
っ
て
い
た
と
し
て
よ
か
ろ
う
。

(

３)

六
朝
の
紀
行
の
賦
を
概
観
す
る
に
あ
た
っ
て
、
以
下
の
業
績
を
参
考
に
し
た
。
つ
つ
し
ん
で
感
謝
も
う
し
あ
げ
る
。
于
浴
賢『

六
朝
賦
述
論』

(

河
北
大
学
出
版
社

一
九
九
九)

の

｢

第
三
章

紀
行
賦｣

、
同

｢

六
朝
紀
行
賦
繁
栄
之
鳥
瞰｣

(『

辞
賦
文
学
論
集』

江
蘇
教
育
出
版
社

一
九
九
九)

、
馮
莉

『

文
選
賦
研
究』

(

北
京
語
言
大
学
出
版
社

二
〇
一
六)

の

｢

第
七
章

紀
行
類｣

、
中
島
千
秋

『

賦
の
成
立
と
展
開』

(

関
洋
紙
店
印
刷
所

一
九
六
三)

の

｢

第
五
章
第
五
節

賢
人
失
志
の
賦
の
系
統｣

、
伊
藤
正
文

｢

所
謂
紀
行
の
賦
に
つ
い
て｣

(『

小
尾
博

士
古
稀
記
念

中
国
学
論
集』

汲
古
書
院

一
九
八
三)

、
同

｢

続
・
所
謂

『

紀
行』

の
賦
に
つ
い
て｣

(『

岡
村
繁
教
授
退
官
記
念
論
集

中
国
詩
人
論』

一
九
八
六)
、
原
田
直
枝

｢

賦
史
に
於
け
る
班
氏
紀
行
二
賦
の
意
義｣

(｢

お
茶
の
水
女
子
大
学
中
国
文
学
会
報｣

第
六
号

一
九
八
七)

、
同

｢

潘
岳
西
征
賦
攷｣

(｢

中
国
文
学
報｣

第
四
四
冊

一
九
九
二)

。

(

４)
『

文
心
雕
龍』

詮
賦
も
、
紀
行
の
賦
を
た
い
へ
ん
重
視
し
て
、｢

若も

し
夫そ

れ
京
殿
苑
猟
、
述
行
序
志
は
、
並
び
て
国
を
体
し
野
を
経お
さ

む
れ
ば
、

義
は
光
大
を
尚
た
っ
と
ぶ｣

と
い
う
。
京
都
や
宮
殿
、
狩
猟
、
そ
し
て
紀
行
や
言
志
な
ど
の
賦
は
、
国
家
経
営
に
か
か
わ
る
も
の
な
の
で
、
雄
大
さ

が
重
視
さ
れ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
意
味
だ
。
つ
ま
り
、
紀
行
の
賦
は
た
ん
な
る
物
見
遊
山
を
叙
し
た
も
の
で
は
な
く
、
広
義
の
政
治
に
か
か

わ
る
重
要
ジ
ャ
ン
ル
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

(

５)

蕭
繹
は
、
第
十
段
で
も

｢

不
矯
石
閭
之
清｣

(

き
よ
ら
か
な
神
仙
の
志
も
ま
げ
よ
う
と
し
な
か
っ
た)

と
の
べ
て
、
神
仙
へ
の
あ
こ
が
れ
を

か
た
っ
て
い
る
。

(

６)
『

蕭
繹
評
伝』

一
五
二
頁
に
よ
る
と
、
蕭
繹
は
張
�｢

南
征
賦｣

を
意
識
し
て
、
彼
の

｢

玄
覧
賦｣

を
つ
づ
っ
た
ら
し
い
。
す
な
わ
ち
大
同

九
年

(

五
四
三)

、
張
�
は
湘
州
刺
史
に
任
ぜ
ら
れ
て
、
建
康
か
ら
湘
州
へ
旅
だ
っ
た
。
そ
の
と
き
の
旅
行
を
題
材
と
し
て
、
二
千
余
字
に

の
ぼ
る
大
作

｢

南
征
賦｣

を
か
い
た
の
で
あ
る
。
負
け
ん
気
の
つ
よ
い
蕭
繹
は
こ
れ
に
刺
激
さ
れ
、
二
年
後
、｢

南
征
賦｣

と
勝
ち
を
あ
ら
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そ
う
つ
も
り
で
、
そ
れ
を
う
わ
ま
わ
る
巨
篇

｢

玄
覧
賦｣

を
か
い
た
の
だ
、
と
い
う
。
こ
の
張
�｢

南
征
賦｣

は
、『

芸
文
類
聚』

巻
二
十

七
に｢

行
旅｣

と
し
て
お
さ
め
ら
れ
、
紀
行
の
賦
に
属
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
蕭
繹
も
と
う
ぜ
ん
紀
行
の
賦
を
か
こ
う
と
し
て
、

こ
の

｢

玄
覧
賦｣

を
つ
づ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
き
あ
が
っ
た

｢

玄
覧
賦｣

は
、[

自
慢
や
自
賛
が
つ
よ
す
ぎ
て]

紀
行

で
な
く
言
志
に
分
類
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
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