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一

傑
作
の
森

江こ
う

淹え
ん(

四
四
四
〜
五
〇
五)

の
生
涯
を
概
観
し
て
み
る
と
、
三
十
代
の
前
半
に
、
不
幸
の
襲
来
と
創
作
の
高
潮
と
が
、
連
続
し
て

発
生
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
建
安
郡
の
呉
興
県(

現
在
の
福
建
省
の
浦
城
あ
た
り)

の
令
に
左
遷
さ
れ
て
い
た
、
あ
し
か
け
四
年
、

実
質
三
年
の
日
々

そ
れ
が
、
こ
の
不
幸
と
創
作
と
が
継
起
し
た
時
期
で
あ
る
。

こ
の
こ
ろ
、
彼
は
主
君
だ
っ
た
劉
景
素
の
不
興
を
か
っ
て
、
辺
地
の
呉
興
に
左
遷
さ
れ
た
。
そ
の
う
え
、
期
待
し
て
い
た
第
二
子

が
一
歳
余
で
死
に
、
さ
ら
に
自
分
の
妻
ま
で
病
で
う
し
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
う
ち
つ
づ
く
不
幸
に
、
逆
に
詩
嚢
が
刺
激

さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
、
こ
の
時
期
に
江
淹
は
、
に
わ
か
に
創
作
意
欲
が
た
か
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

｢

去
故
郷
賦｣

や

｢

傷
愛

子
賦｣

｢

悼
室
人
詩｣

等
の
名
作
を
、
ぞ
く
ぞ
く
と
執
筆
し
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。

こ
う
し
た
、
不
幸
の
襲
来
と
創
作
の
高
潮
と
が
、
お
な
じ
時
期
に
継
起
し
て
く
る
現
象
は
、
じ
つ
に
ふ
し
ぎ
だ
し
、
ま
た
皮
肉
な

こ
と
で
も
あ
ろ
う
。

た
だ
芸
術
の
世
界
で
は
、
こ
の
種
の
こ
と
が
、
と
き
ど
き
発
生
し
て
い
る
。
す
ぐ
想
起
さ
れ
る
の
が
、
ド
イ
ツ
の
作
曲
家
、
ベ
ー

ト
ー
ヴ
ェ
ン

(

一
七
七
〇
〜
一
八
二
七)

の

｢

傑
作
の
森｣

の
事
例
で
あ
る
。
三
十
二
歳

(

一
八
〇
二)

の
こ
ろ
、
彼
は
耳
疾
に
く

る
し
み
、｢

ハ
イ
リ
ゲ
ン
シ
ュ
タ
ッ
ト
の
遺
書｣

を
か
く
ほ
ど
、
は
げ
し
い
苦
悩
の
日
々
を
す
ご
し
た
。
し
か
し
そ
の
苦
悩
が
、
彼

の
創
造
力
を
刺
激
し
た
の
だ
ろ
う
。
つ
よ
い
意
志
で
こ
の
精
神
的
危
機
を
の
り
こ
え
る
や
、
彼
は
と
つ
ぜ
ん
、
お
お
く
の
傑
作
を
か

き
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
エ
ロ
イ
カ
交
響
曲
、
ワ
ル
ト
シ
ュ
タ
イ
ン
・
ア
パ
ッ
シ
ョ
ネ
ー
ト
の
ソ
ナ
タ
、
そ
し
て
ラ
ズ
モ
フ
ス
キ
ー

の
弦
楽
四
重
奏
曲
等
々
。
後
年
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
こ
の
期
に
う
ま
れ
た
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
傑
作
群
に
賛
嘆
し
、
そ
れ
ら
を

｢

傑
作
の
森｣

と
名
づ
け
た
の
だ
っ
た
。
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私
も
、
こ
の
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
に
模
し
て
、
江
淹
の
呉
興
時
代
の
名
作
群
を
や
は
り

｢

傑
作
の
森｣

と
称
し
、
ま
た
そ
の
期
を

｢
傑
作
の
森
の
時
期｣

と
よ
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
そ
し
て
、
江
淹
の
傑
作
の
森
の
な
か
で
も
、
と
く
に
名
作
が
そ
ろ
っ
た
賦
ジ
ャ
ン

ル
に
焦
点
を
あ
て
て
、
そ
の
概
要
を
紹
介
し
て
ゆ
き
た
い
と
お
も
う
。

ま
ず
江
淹
の
賦
作
品
を
概
観
し
て
お
こ
う
。

江
淹
は
、
六
十
二
年
の
生
涯
に
お
い
て
、｢

○
○
賦｣

と
題
し
た
作
を
つ
ご
う
二
十
七
篇
つ
く
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
呉
興
に

左
遷
さ
せ
ら
れ
る
ま
え
、
年
齢
で
い
え
ば
三
十
一
歳
の
夏

(

元
徽
二
年
、
四
七
四)

以
前
に
つ
く
っ
た
と
目
さ
れ
る
賦
は
、
つ
ぎ
の

六
篇
で
あ
る

(

１)

。

◎
哀
千
里
賦

25
歳

(

468)

、
湘
州
へ
の
旅
途
で
の
作
。
現
存
で
最
年
少
の
作
。
恨
人
ふ
う
。

江
上
之
山
賦

29
歳
、
託
物
言
志
。
景
素
を
諷
諫
。

扇
上
彩
画
賦

30
歳
、
託
物
言
志
。
景
素
を
諷
諫
。

○
丹
砂
可
学
賦

30
歳
、
遊
仙
へ
の
憧
憬
。

◎
燈
賦

31
歳
、
宋
玉

｢
風
賦｣

に
擬
す
る
。
景
素
を
諷
諫
。

●
傷
友
人
賦

31
歳
、
亡
き
友
へ
の
哀
傷
。

つ
づ
い
て
、
呉
興
令
に
左
遷
さ
れ
て
い
た
三
十
一
歳
秋
か
ら
三
十
四
歳
の
こ
ろ(

四
七
四
秋
〜
四
七
七
。
赴
任
途
上
の
作
も
ふ
く
む)

、

つ
ま
り
江
淹
の
傑
作
の
森
の
時
期
に
つ
く
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
賦
を
あ
げ
て
み
る
と
、
つ
ぎ
の
十
六
篇
で
あ
る
。

●
去
故
郷
賦

31
歳

(

474)

、
呉
興
へ
の
旅
途
で
の
作
。
自
己
を
屈
原
に
擬
す
る
。

●
泣
賦

31
歳
、
呉
興
で
の
作
。｢

恨
賦｣

｢
別
賦｣

の
前
駆
。

◎
青
苔
賦

31
歳
、
呉
興
で
の
作
。
託
物
言
志
。
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◎
倡
婦
自
悲
賦

31
歳
、
呉
興
で
の
作
。
棄
婦
の
情
。

●
赤
虹
賦

32
歳
、
呉
興
で
の
作
。
遊
仙
へ
の
憧
憬
。

◎
四
時
賦

32
歳
、
呉
興
で
の
作
。
託
物
言
志
。

◎
石
劫
賦

32
歳
、
呉
興
で
の
作
。
託
物
言
志
。

●
待
罪
江
南
思
北
帰
賦

32
歳
、
呉
興
で
の
作
。
北
帰
の
情
。

●
傷
愛
子
賦

32
歳
、
呉
興
で
の
作
。
亡
き
子
へ
の
哀
傷
。

◎
麗
色
賦

33
歳
、
呉
興
で
の
作
。｢

招
魂｣

に
擬
す
る
。

水
上
神
女
賦

33
歳
、
呉
興
で
の
作
。
曹
植

｢

洛
神
賦｣

に
擬
す
る
。

◎
空
青
賦

33
歳
、
呉
興
で
の
作
。
鉱
物
を
た
た
え
る
。

蓮
華
賦

33
歳
、
呉
興
で
の
作
。
託
物
言
志
。

翡
翠
賦

33
歳
、
呉
興
で
の
作
。
託
物
言
志
。

金
燈
草
賦

？

託
物
言
志
。

学
梁
王
兔
園
賦

？

枚
乗

｢

梁
王
兔
園
賦｣

に
擬
す
る
。
託
物
言
志
。

そ
し
て
辺
地
の
呉
興
か
ら
、
建
康
や
京
口
に
帰
還
し
た
の
は
江
淹
三
十
四
歳
、
元
徽
五
年

(

四
七
七)

の
と
き
で
あ
っ
た
。
こ
れ

以
後
、
彼
は
六
十
二
歳
で
死
ぬ
ま
で
二
十
八
年
の
時
間
が
あ
っ
た
。
こ
の
い
わ
ば
後
半
期
に
つ
く
っ
た
賦
を
あ
げ
る
と
、

恨
賦

34
歳

(

477)

？

京
口
で
の
作
か
。
恨
人
ふ
う
。

別
賦

34
歳
？

京
口
で
の
作
か
。
恨
人
ふ
う
。

知
己
賦

34
歳
、
京
口
で
の
作
か
。
亡
き
友
へ
の
哀
傷
。
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横
吹
賦

35
歳
、
横
笛
を
た
た
え
る
。

●
霊
丘
竹
賦

46
歳
、
応
詔
の
作
。

＊
右
の
う
ち
、
◎
を
附
し
た
賦
は
本
稿
で
全
訳
し
、
○
を
附
し
た
賦
は
部
分
訳
し
て
お
い
た
。
ま
た
●
を
附
し
た
賦
は
、
拙
稿

｢

江
淹

評
伝｣

｢

江
淹
の
赤
虹
賦
に
つ
い
て｣

で
全
訳
し
て
お
い
た
。

と
な
る
。
二
十
八
年
で
わ
ず
か
五
篇
だ
け
だ
。
こ
の
う
ち

｢

恨
賦｣

と

｢

別
賦｣

と
は
、
呉
興
時
代
の
作
だ
と
す
る
説
が
有
力
で
あ

る
。
私
見
に
よ
っ
て
、
あ
え
て
こ
の
時
期
の
作
だ
と
み
な
し
た
が
、
も
し
こ
の
二
篇
も
呉
興
の
作
だ
と
し
た
な
ら
、
こ
の
期
の
作
は

さ
ら
に
す
く
な
く
、
三
篇
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
江
淹
の
後
半
期

(

北
帰
後
の
二
十
八
年)

は
、
創
作
不
振
の

時
期
だ
っ
た
と
称
し
て
よ
さ
そ
う
だ
。
当
時
の
人
び
と
は
、
こ
う
し
た
後
半
期
の
創
作
不
振
を
ふ
し
ぎ
に
お
も
っ
て
、｢

江
郎
才
尽｣

と
い
う
話
柄
を
つ
く
っ
て
、
お
も
し
ろ
が
っ
て
い
た
ら
し
い
。

こ
う
み
て
み
る
と
、
生
涯
に
つ
く
っ
た
二
十
七
篇
の
賦
作
の
う
ち
、
過
半
が
呉
興
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
江
淹
が
呉

興
に
左
遷
さ
せ
ら
れ
て
い
た
の
は
、
あ
し
か
け
四
年

(

元
徽
二
年

〈

四
七
四

三
十
一
歳〉

〜
元
徽
五
年

〈

四
七
七

三
十
四
歳〉)

だ
が
、
実
質
的
に
は
三
年
間
だ
っ
た
。
す
る
と
単
純
計
算
で
、
一
年
に
五
篇
強
の
賦
を
つ
く
っ
た
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
賦
以

外
の
詩
文
も
つ
く
っ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
こ
の
呉
興
時
代
が
い
か
に
多
産
だ
っ
た
か
が
了
解
で
き
よ
う
。

こ
の
時
期
、
彼
は
左
遷
と
い
う
憂
き
め
に
あ
っ
た
う
え
、
期
待
し
て
い
た
第
二
子
が
夭
折
し
、
さ
ら
に
妻
ま
で
病
死
し
た

(

ま
た

呉
興
出
立
の
直
前
、
親
友
ま
で
死
ん
だ)

の
だ
か
ら
、
た
の
し
い
日
々
を
お
く
っ
て
い
た
は
ず
が
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
期
の
作
は
、

お
お
く

｢[

左
遷
さ
れ
て]

つ
ら
い｣

｢[

建
康
に]

か
え
り
た
い｣

｢[
妻
／
子
／
親
友
の
死
が]

か
な
し
い｣

と
い
う
内
容
で
し
め

ら
れ
て
お
り
、
悲
痛
な
感
情
に
み
ち
て
い
る
。
江
淹
は
そ
う
し
た
陰
鬱
で
し
め
っ
ぽ
い
心
情
を
、
詩
や
文
に
お
い
て
、
ジ
メ
ジ
メ
、

ウ
ジ
ウ
ジ
と
、
そ
し
て
し
つ
こ
く
、
大
仰
に
、
吐
露
し
つ
づ
け
た
の
だ
っ
た
。
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と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
陰
鬱
で
し
め
っ
ぽ
い
江
淹
の
詩
文
は
、
き
ら
わ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
人
び
と
の
琴
線
に
ふ
れ
る
と

こ
ろ
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
た
め
、
こ
の
期
の
諸
作
の
お
お
く
は
、
当
時
は
も
ち
ろ
ん
、
後
世
に
お
い
て
も
、
名
作
と
た
た
え
ら

れ
、
江
淹
の

｢

傑
作
の
森｣

を
か
た
ち
づ
く
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。
た
と
え
ば
清
の
姚
�
は
、
こ
の
時
期
の
江
淹
の
詩
を
評

し
て
、江

淹
の
詩
が
卓
越
し
て
い
た
の
は
、
宋
斉
の
間
の
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
だ

[

左
遷
さ
れ
た
り
し
て]

高
官
に
達
し
て
い
な
か
っ
た

か
ら
、
佳
作
が
か
け
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
逆
に

[

斉
朝
成
立
後]

立
身
し
て
名
声
が
た
か
ま
っ
て
く
る
と
、
煩
雑
な
政

務
に
よ
っ
て
邪
魔
さ
れ
て
、
詩
嚢
が
枯
渇
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。
あ
の
江
郎
才
尽
の
逸
話
は
、
ど
う
し
て
誤
解
だ
な
ど
と

い
え
よ
う
か
。

江
詩
之
佳
、
実
在
宋
斉
之
間
、
仕
宦
未
盛
之
時
。
故
名
位
益
登
、
塵
務
経
心
、
清
思
旋
乏
。
豈
才
尽
之
過
哉
。

と
か
た
っ
て
い
る

(『

惜
抱
軒
筆
記』
巻
八)

。

こ
こ
で
は
詩
ジ
ャ
ン
ル
に
む
け
た
こ
と
ば
だ
が
、
こ
の
批
評
は
、
江
淹
の
詩
文
全
体
に
も
、
あ
た
っ
て
い
る
と
し
て
よ
か
ろ
う
。

江
淹
は
、
こ
の｢

宋
斉
の
間｣

｢

高
官
に
達
し
て
い
な
か
っ
た｣

こ
ろ
、
つ
ま
り
呉
興
の
左
遷
時
に
こ
そ
、
佳
作
を
輩
出
し
た
の
だ
っ

た

(

ち
な
み
に
江
淹
に
は
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
ご
と
き
充
実
し
た
後
期
の
傑
作
群
は
な
い
。
彼
の
後
半
期
は
、
立
身
こ
そ
し
た
も

の
の
、
創
作
の
面
で
は

｢

江
郎
才
尽｣

だ
っ
た)

。

本
稿
は
、
こ
う
し
た
呉
興
左
遷
時
の
詩
文
、
な
か
で
も
賦
ジ
ャ
ン
ル
の
作
に
焦
点
を
あ
て
て
、
そ
の
内
容
を
考
察
し
て
ゆ
く
。
そ

し
て
こ
れ
ら
の
賦
作
は
、
前
後
の
時
期
の
賦
と
ど
う
ち
が
う
の
か
、
な
ぜ

｢

傑
作
の
森｣

と
な
っ
た
の
か
、
ど
う
し
た
意
義
や
価
値

が
あ
る
の
か

等
に
つ
い
て
、
私
な
り
の
考
え
を
の
べ
て
み
た
い
と
お
も
う
。
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二

恨
人

高
橋
和
巳
氏
は
、
論
文

｢

江
淹
の
文
学｣

(『

作
品
集
９

中
国
文
学
論
集』

河
出
書
房
新
社

一
九
七
二)

に
お
い
て
、
江
淹
の

詩
文
は
感
傷
主
義
の
文
学
で
あ
る
、
と
認
定
さ
れ
た
。
こ
の
認
定
は
、
じ
つ
に
卓
抜
な
も
の
で
あ
り
、
さ
き
に
の
べ
た
私
の

｢

陰
鬱

で
し
め
っ
ぽ
い｣
と
い
う
感
想
も
、
こ
の
高
橋
氏
の
御
論
に
示
唆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

氏
の
認
定
に
関
連
し
て
、
さ
ら
に
注
目
し
た
い
の
は
、
江
淹
自
身
が
、
お
の
れ
の
そ
う
し
た
性
癖
を
自
認
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
彼
は
代
表
作

｢
恨
賦｣

の
冒
頭
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
か
た
っ
て
い
る
。

平
原

[

の
墓
場]

を
な
が
め
る
と
、
蔓
草
が
人
骨
に
か
ら
み
、
大
木
に
魂
魄
が
あ
つ
ま
っ
て
い
る
。
ひ
と
は
最
後
に
こ
う
な
る

と
お
も
え
ば
、
天
道
を
あ
げ
つ
ら
っ
て
も
し
か
た
な
い
こ
と
だ
。
こ
う
お
も
う
と
、
も
と
も
と
多
情
多
恨
な
男
で
あ
る
私
は
、

心
さ
わ
い
で
や
ま
な
く
な
る
。
さ
れ
ば
わ
が
思
い
は
、
無
念
の
情
を
い
だ
い
て
死
ん
で
い
っ
た
古
人
の
ほ
う
に
、
む
か
っ
て
ゆ

く
の
で
あ
る
。

試
望
平
原
、

蔓
草
�
骨
、
人
生
到
此
、
天
道
寧
論
。

拱
木
斂
魂
。

於
是
僕
本
恨�

人�

、
心
驚
不
已
。
直
念
古
者
、
伏
恨
而
死
。

江
淹
、
あ
る
と
き
荒
涼
と
し
た
平
原
を
あ
ゆ
ん
で
い
た
。
す
る
と
、
蔓
草
が
人
骨
に
か
ら
み
つ
い
て
い
る
の
が
、
ふ
と
目
に
う
つ
っ

た
の
で
あ
る
。
当
時
の
こ
と
ゆ
え
、
こ
う
し
た
光
景
は
よ
く
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
が
彼
は
そ
れ
を
み
る
や
、｢

ひ
と
は
最
後
に

こ
う
な
る
と
お
も
え
ば
、
天
道
を
あ
げ
つ
ら
っ
て
も
し
か
た
な
い｣

と
い
う
悲
観
的
な
思
い
に
と
ら
わ
れ
、｢

心
驚
い
て
已や

ま
ず｣

、

心
さ
わ
い
で
や
ま
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
江
淹
は
、｢

恨
人｣

(
多
情
多
恨
な
男)

で
あ
る
の
が
自
分
の
生き

地じ

で
あ
り
、
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い
つ
も
小
心
翼
々
と
す
ご
し
て
い
る
、
と
み
ず
か
ら
か
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
発
言
、
信
じ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
呉
興
左
遷
期
に
つ
く
ら
れ
た
賦
は
、
た
し
か
に
陰
鬱
で
し
め
っ
ぽ
い
も
の
が
お

お
い
。
た
だ
そ
れ
は
、
左
遷
や
妻
子
の
死
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り

(

拙
稿

｢

江
淹
評
伝｣

参
照)

、
そ
う
し
た
で
き
ご

と
に
遭
遇
し
た
な
ら
ば
、
江
淹
な
ら
ず
と
も
、
お
お
く
の
者
が
同
種
の
心
境
に
お
ち
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
人
が
こ
う

い
っ
て
い
る
だ
け
で
は
、｢

本
よ
り
恨
人｣

、
つ
ま
り
生
ま
れ
つ
き
多
情
多
恨
な
男
だ
っ
た
と
断
じ
る
の
は
、
は
ば
か
ら
れ
る
と
い
っ

て
よ
い
。

す
る
と
、
呉
興
左
遷
以
前
の
賦
も
み
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
江
淹
と
い
う
人
物
の
生
地
を
し
る
に
は
、
や
は
り
若
年
期
、

つ
ま
り
左
遷
以
前
の
作
も
み
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
若
年
期
に
か
か
れ
た
六
篇
の
賦

(

右
を
参
照)

は
、
主
君
の
劉
景
素

を
諷
し
た
も
の
な
ど
、
主
題
が
一
方
面
に
限
定
さ
れ
た
も
の
が
お
お
い
。
す
る
と
、
江
淹
の
生
地
が
う
か
が
え
そ
う
な
も
の
と
し
て

は
、[

主
君
の
諷
刺
な
ど
と
は
関
係
の
な
い]

｢

哀
千
里
賦｣

が
あ
げ
ら
れ
そ
う
だ
。

こ
の
賦
は
泰
始
四
年

(

四
六
八)

、
江
淹
二
十
五
歳
の
と
き
の
作

(

現
存
の
な
か
で
は
最
初
の
賦
作
品)

で
あ
る
。
彼
は
こ
の
前

年
、
危
難
に
遭
遇
し
、
な
ん
と
か
の
り
こ
え
た
ば
か
り
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
広
陵
で
建
平
王
劉
景
素
に
つ
か
え
て
い
た
江
淹
だ
が
、

周
辺
の
者
か
ら
、
賄
賂
を
と
っ
た
と
う
た
が
わ
れ
て
し
ま
い

(

江
淹
は
濡
れ
ぎ
ぬ
だ
と
主
張
す
る)

、
広
陵
の
獄
中
に
と
ら
わ
れ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
江
淹
、
思
案
の
あ
げ
く
、
獄
中
で
上
書
を
つ
づ
り
、
お
の
が
無
念
と
窮
状
と
を
劉
景
素
に
う
っ
た
え

た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
が
名
篇
の

｢

詣
建
平
王
上
書｣

で
あ
る
。
こ
の
名
篇
の
力
に
よ
っ
て
、
文
学
好
き
だ
っ
た
景
素
の
心
を
ゆ
り
う

ご
か
し
、
彼
は
釈
放
を
か
ち
と
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
あ
け
た
こ
の
泰
始
四
年
、
江
淹
は
秀
才
に
推
挙
さ
れ
、
対

策
の
文
も
合
格
し
た
。
か
く
し
て
、
巴
陵
王
の
劉
休
若(

文
帝
の
十
九
子)
の
右
常
侍
に
と
り
た
て
ら
れ
、
仕
官
で
き
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
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と
き
あ
た
か
も
、
そ
の
劉
休
若
は
、
湘
州
の
刺
史
に
任
じ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
劉
休
若
に
つ
か
え
る
べ
く
、
江
淹
は
同
年
秋
、
建
康

か
ら
湘
州
の
地
に
む
け
て
出
立
し
た
の
だ
っ
た
。
こ
の

｢

哀
千
里
賦｣

は
、
そ
の
湘
州
へ
む
か
う
途
上
で
か
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

新
任
地
へ
む
か
う
わ
か
き
江
淹
、
い
っ
た
い
こ
の
賦
で
、
ど
ん
な
こ
と
を
叙
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か

(

２)

。

蕭
蕭
と
秋
風
が
ふ
く
漢
水
の
南
岸
、
そ
こ
か
ら
は
荊
山
の
峰
が
つ
づ
く
。
北
の
ほ
う
は
琅
邪
や
碣
石
の
山
々
へ
つ
ら
な
り
、

南
の
ほ
う
は
九
疑
山
や
桂
林
に
つ
づ
い
て
い
る
。
山
や
ま
は
奇
峰
が
つ
ら
な
り
、
小
山
が
漢
水
に
そ
っ
て
な
ら
ぶ
。
雑
樹
は
た

か
だ
か
と
そ
び
え
、
紅
霞
は
万
里
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
。

漢
水
の
流
れ
は
、
と
お
く
空
と
接
し
て
、
浮
雲
と
お
な
じ
色
あ
い
だ
。
茫
々
と
し
て
は
て
し
な
く
、
ひ
ろ
び
ろ
と
し
て
際
限

が
な
い
。
そ
こ
の
難
所
は
孟
門
の
ご
と
き
で
、
広
さ
は
黄
河
の
ご
と
き
で
、
ふ
ぞ
ろ
い
に
巨
石
が
林
立
し
、
大
亀
が
縦
横
に
お

よ
い
で
い
る
。
こ
の
あ
た
り
は
、
夏
の
禹
王
も
ま
だ
掘
削
せ
ず
、
秦
恵
王
も
道
を
ひ
ら
い
て
お
ら
ぬ
未
開
の
地
で
あ
る
。
岸
辺

は
け
わ
し
い
岩
石
が
断
崖
を
な
し
、
う
ね
う
ね
と
つ
づ
く
。
ま
た
水
の
流
れ
は
、
波
浪
が
さ
か
ま
き
、
川
砂
は
岩
石
に
ぶ
ち
あ

た
っ
て
い
る
。

私
は
か
つ
て

[

大
明
七
年

〈

四
六
三〉
の]
孟
冬
に
起
家
し
、
翌
年
の
初
夏
に
故
郷
に
か
え
っ
た
。
や
が
て
、
故
郷
を
出
立

し
友
人
ら
と
辞
別
し
た
が
、
そ
れ
以
来
ず
っ
と
故
郷
を
し
た
い
、
友
に
あ
え
ぬ
悲
哀
を
感
じ
て
い
る
。[

湘
州
へ
む
か
う
い
ま

も]

わ
が
魂
は
一
晩
中
か
な
し
み
つ
づ
け
、
わ
が
心
は
な
ん
ど
も
悲
痛
す
る
ば
か
り
。
む
な
し
く
故
郷
を
遠
望
し
て
悲
嘆
に
く

れ
る
も

[

こ
の
地
で
は]

友
と
再
会
で
き
る
は
ず
も
な
い
。
こ
の
無
念
の
思
い
は
、
黄
土
に
き
ざ
み
つ
け
て
お
こ
う
。

そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
、
鴻
雁
が
な
い
て
、
晩
秋
の
陽
ざ
し
も
よ
わ
ま
っ
て
き
た
。
く
ろ
っ
ぽ
い
水
の
う
え
で
、
蓮
の
葉

が
ゆ
れ
う
ご
き
、
ふ
か
み
ど
り
の
山
々
の
な
か
、
木
々
の
紅
葉
が
か
が
や
い
て
い
る
。
私
は

[

あ
の
屈
原
の
ご
と
く]

、
雲
の

車
に
の
っ
て
�
江
の
北
へ
ゆ
こ
う
と
し
、
霓
の
裳
を
ま
と
っ
て
�
水
の
東
方
に
む
か
わ
ん
と
す
る
が
、
無
念
な
こ
と
に
、
頼
り
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の
虞
舜
さ
ま
は
も
う
逝
去
さ
れ
て
い
る
し
、
芳
草
も
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

悲
し
み
が
つ
の
り
憂
い
が
ふ
か
く
、
な
ん
だ
か
せ
つ
な
い
気
分
と
な
っ
て
き
た
。
自
分
は
正
道
を
あ
ゆ
ん
で
き
た
つ
も
り
だ

が
、
な
ぜ
か
ゆ
き
づ
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
河
北
の
北
地
は
さ
わ
や
か
な
気
候
だ
が
、
橘
柚
が

[

湿
潤
の
南
方
か
ら
北
地
へ]

う

つ
れ
ぬ
よ
う
に
、
自
分
も
遠
方
で
の
生
活
は
む
つ
か
し
い
。
あ
ま
り
年
を
と
ら
ぬ
う
ち
に
、
あ
の
梁
鴻
の
よ
う
に
霸
陵
山
に
隠

棲
し
た
い
も
の
だ
。

蕭
蕭
江
陰
兮
、
荊
山
之
岑
。

北
繞
琅
邪
碣
石
、

南
馳
九
疑
桂
林
。

山
則
異
嶺
奇
峰
、
横
嶼
帯
江
。

雑
樹
億
尺
、

紅
霞
万
里
。

水
則

遠
天
相
逼
、

茫
茫
無
底
、
其
中

険
如
孟
門
、

参
差
巨
石
、

浮
雲
共
色
。

溶
溶
不
測
。

豁
若
長
河
。

縦
横
亀
�
、

若
乃

夏
后
未
鑿
、

嶄
岩
生
岸
、

馳
湍
走
浪
、

秦
皇
未
闢
、

�
�
成
跡
。

漂
沙
撃
石
。

伊
孟
冬
之
初
立
、
自
出
国
而
辞
友
、
永
懐
慕
而
抱
哀
。

出
首
夏
以
帰
来
。

魂
終
朝
以
三
奪
、
徒
望
悲
其
何
及
、
銘
此
恨
於
黄
埃
。

心
一
夜
而
九
摧
。
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於
時

鴻
雁
既
鳴
、

水
黯
黯
兮
蓮
葉
動
、

思
雲
車
兮
�
北
、

惜
重
華
之
已
沒
、

秋
光
亦
窮
。

山
蒼
蒼
兮
樹
色
紅
。

望
�
裳
兮
�
東
。

念
芳
草
之
坐
空
。

既
而
悄
愴
成
憂
、
憫
黙
自
憐
。

信
規
行
之
未
曠
、

知
矩
歩
之
已
難
。

雖
河
北
之
爽
�
、
猶
橘
柚
之
不
遷
。
及
年
歳
之
未
晏
、
願
匡
坐
於
霸
山
。

こ
の

｢

哀
千
里
賦｣

は
、
全
体
的
に
く
ら
い
雰
囲
気
が
た
だ
よ
う
。
冒
頭
か
ら
し
て
、
も
の
さ
び
し
く
、
ま
た
険
阻
な
自
然
が
、

旅
ゆ
く
江
淹
の
前
に
た
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
。
蕭
蕭
と
秋
風
が
ふ
き
よ
せ
る
な
か
、
奇
峰
や
未
開
の
地
が
つ
づ
き
、
け
わ
し
い
岩
石

が
断
崖
を
な
す
。
下
方
を
み
お
ろ
せ
ば
、
渺
茫
た
る
漢
水
が
横
た
わ
っ
て
い
る
が
、
波
浪
が
さ
か
ま
き
川
砂
が
岩
石
に
ぶ
ち
あ
た
る
、

お
そ
ろ
し
そ
う
な
流
れ
で
あ
る
。
そ
う
し
た
景
色
を
な
が
め
な
が
ら
、
彼
は
末
尾
で｢

自
分
は
正
道
を
あ
ゆ
ん
で
き
た
つ
も
り
だ
が
、

な
ぜ
か
ゆ
き
づ
ま
っ
て
し
ま
っ
た｣
と
、
つ
ら
そ
う
な
、
そ
し
て
不
満
そ
う
な
言
を
発
し
て
い
る
。

こ
の
賦
、
な
ぜ
こ
ん
な
に
く
ら
い
雰
囲
気
を
た
だ
よ
わ
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
こ
の
賦
中
で
、
江
淹
み
ず
か
ら
が
説
明

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、｢

故
郷
を
遠
望
し
て
悲
嘆
に
く
れ
る
も

[

こ
の
地
で
は]

友
と
再
会
で
き
る
は
ず
も
な
い｣

か
ら
で
あ
り
、

｢

橘
柚
が

[

湿
潤
の
南
方
か
ら
北
地
へ]

う
つ
れ
ぬ
よ
う
に
、
自
分
も
遠
方
で
の
生
活
は
む
つ
か
し
い｣

か
ら
な
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
彼
は
、
故
郷
か
ら
と
お
い
湘
州
へ
の
赴
任
が
い
や
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
陰
鬱
な
気
分
と
な
り
、
こ
う
し
た
く
ら
い
賦
を
つ

づ
っ
て
い
る
の
だ
と
お
も
わ
れ
る
。

じ
つ
は
、
彼
は
友
人
へ
の
書
翰
で
も
、
お
な
じ
よ
う
な
こ
と
を
か
た
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
親
友
だ
っ
た
袁
叔
明
こ
と
袁
炳
に
あ

て
た
書
�｢

報
袁
叔
明
書｣

で
あ
る
。
こ
の
書
�
は
、｢

哀
千
里
賦｣
を
か
い
た
翌
年
の
八
月

(

こ
の
と
き
は
、
も
う
湘
州
の
地
か

ら
、
建
康
の
劉
景
素
の
も
と
に
か
え
っ
て
き
て
い
た)

に
か
か
れ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
な
か
に
、
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と
こ
ろ
で
こ
の
私
、
昨
年
に
事
情
あ
っ
て
秀
才
に
名
を
つ
ら
ね[

対
策
文
を
提
出
し]

ま
し
た
が
、
冬
の
終
わ
り
に
な
っ
て
も
、

[

朝
廷
か
ら]

任
官
の
知
ら
せ
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
ち
く
た
び
れ
、
焦
燥
に
か
ら
れ
、
ま
っ
た
く
や
り
き
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。

去
歳
迫
名
茂
才
、
冬
尽
不
獲
有
報
、
引
領
於
邑
、
情
�
可
及
。

と
い
う
一
節
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
泰
始
四
年
の
江
淹
は
、
地
方
王(

劉
休
若)

か
ら
の
招
聘
で
な
く
、
朝
廷
か
ら
の
お
召
し
、

つ
ま
り
建
康
で
の
任
官
を
期
待
し
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
れ
な
の
に
冬
の
終
わ
り

(

も
う
建
康
を
た
っ
て
、
湘
州
に
む
か
っ
て
い
た
は

ず
だ)

に
な
っ
て
も
、
朝
廷
か
ら
の
知
ら
せ
が
な
か
っ
た
の
で
、
そ
う
と
う
や
き
も
き
し
た
の
だ
ろ
う
。

と
す
る
と
、
江
淹
が
、
こ
の
賦
中
で
く
ら
い
雰
囲
気
を
た
だ
よ
わ
せ
て
い
た
の
は
、
こ
う
し
た
希
望
ち
が
い
の
任
地
だ
っ
た
か
ら

だ
と
お
も
わ
れ
る
。
江
淹
は
い
や
い
や
湘
州
に
む
か
い
、
そ
し
て
こ
の
賦
を
か
い
た
時
点
で
は
、
荊
州
の
荊
山
あ
た
り
ま
で
い
た
っ

て
い
た
。
も
は
や
、
自
分
に
は
朝
廷
か
ら
の
お
召
し
は
こ
な
い
だ
ろ
う

(

じ
っ
さ
い
、
こ
な
か
っ
た)

。
あ
あ
、
自
分
は
な
ぜ
、
友

人
も
お
ら
ぬ
、
辺
鄙
な
と
こ
ろ
へ
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
か
。
江
淹
は
こ
う
お
も
っ
て
、
賦
の
末
尾
で｢

あ
ま
り
年
を
と
ら
ぬ
う
ち
に
、

あ
の
梁
鴻
の
よ
う
に
霸
陵
山
に
隠
棲
し
た
い
も
の
だ｣

な
ど
と
、
悲
観
的
な
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

な
お
、
末
尾
の

｢

隠
棲
し
た
い｣

に
注
目
す
れ
ば
、
こ
の
と
き
の
江
淹
は
、
隠
逸
希
望
を
も
っ
て
い
た
、
と
い
う
ふ
う
に
解
す
る

こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
こ
の
語
句
は
、
そ
う
し
た
ふ
か
い
思
想
性
を
有
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
当
時
の
人
び

と
は
、
な
に
か
不
都
合
な
こ
と
が
あ
っ
て
、｢

あ
あ
、
い
や
だ｣

｢
ざ
ん
ね
ん
だ｣

な
ど
と
お
も
っ
た
と
き
、
つ
い

｢

隠
棲
し
た
い｣

｢

仙
境
に
ゆ
き
た
い｣

な
ど
と
つ
づ
っ
て
し
ま
い
が
ち
だ
っ
た
。
こ
こ
の
字
句
も
、
そ
の
種
の
ち
ょ
っ
と
し
た
グ
チ
程
度
の
も
の
だ

ろ
う
。
こ
の
前
後
の
江
淹
の
言
動
を
み
れ
ば
、
こ
の
と
き
の
彼

(

野
心
ま
ん
ま
ん
の
若
者
だ)

が
真
摯
な
隠
逸
希
望
を
も
っ
て
い
た

な
ど
、
と
う
て
い
か
ん
が
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
種
の
発
言
に
は
、
あ
ま
り
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
、｢

ま
た
、
い
つ
も
の
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グ
チ
を
い
っ
て
い
る
な｣

と
、
か
る
く
な
が
し
て
お
け
ば
よ
か
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
賦
中
に
み
え
る
陰
鬱
な
心
情
、
客
観
的
に
み
る
と
、
す
こ
し
ふ
し
ぎ
な
気
が
す
る
。
こ
の
一
、
二
年
の
江
淹
は
、

上
書
に
よ
っ
て
獄
中
か
ら
釈
放
さ
れ
た
。
そ
し
て
秀
才
に
推
挙
さ
れ
、
対
策
に
及
第
で
き
た
。
さ
ら
に
湘
州
へ
の
任
官
が
き
ま
っ
た

と
、
め
で
た
い
続
き
の
日
々
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、｢

自
分
は
運
が
よ
か
っ
た
。
上
昇
気
流
に
も
の
れ
た
し
、
さ
あ
こ
れ
か
ら
だ｣

と
、
む
し
ろ
よ
ろ
こ
ん
で
し
か
る
べ
き
だ
ろ
う
。

か
り
に
、
任
官
し
た
さ
き
が
、[

希
望
せ
ぬ]

辺
鄙
な
地
だ
っ
た
と
し
て
も
、
も
と
も
と
が
寒
門
出
身
の
江
淹
で
あ
る
。
そ
れ
ほ

ど
お
ち
ぶ
れ
た
、
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
く
わ
え
て
こ
の
と
き
の
彼
は
、
ま
だ
二
十
五
歳
の
若
者
だ
。｢

心
機
一
転
、
さ
あ
、
新

天
地
で
が
ん
ば
ろ
う｣

と
、
は
り
き
っ
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、｢

友
人
と
あ
え
ぬ
か
ら
、
遠
地
赴
任
は
い

や
。
あ
あ
、
隠
棲
し
て
し
ま
い
た
い｣

と
い
う
の
は
、
す
こ
し
わ
が
ま
ま
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
く
な
く
と
も
、
私
な
ど
は
そ
う
お

も
う
。

と
は
い
え
、
江
淹
は
か
か
る
現
状
を
つ
ら
い
と
感
じ
、
こ
う
し
た
陰
鬱
な
賦
を
つ
く
っ
た
の
だ
っ
た
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し

た
と
こ
ろ
が
、
彼
が

｢

本
よ
り
恨
人
な
り｣
と

｢
恨
人｣

(

多
情
多
恨
な
男)

を
自
認
す
る
ゆ
え
ん
な
の
だ
ろ
う
。
も
し
楽
観
的
な

男
だ
っ
た
ら
、
地
方
王
か
ら
の
招
聘
で
あ
っ
て
も
、｢
あ
あ
、
就
職
で
き
て
よ
か
っ
た｣

と
よ
ろ
こ
ん
で
い
た
は
ず
だ
。
だ
が
、
江

淹
は
ち
が
っ
た
。｢

あ
ん
な
辺
鄙
な
と
こ
ろ
は
い
や
。
あ
あ
、
隠
棲
し
て
し
ま
い
た
い｣

と
な
げ
き
、
グ
チ
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
、
い
つ
も
悲
観
的
で
ウ
ジ
ウ
ジ
し
、
陰
鬱
な
詩
文
を
つ
く
っ
て
し
ま
う
性
格

こ
れ
が
、
江
淹
の
生
地

(

高
橋
和
巳

氏
で
あ
れ
ば
、
感
傷
癖
と
称
し
た
か
も
し
れ
な
い)

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
彼
の
詩
文
が
陰
鬱
で
し
め
っ
ぽ
く
な
り
が

ち
だ
っ
た
の
は
、
一
義
的
に
は
、
彼
の
恨
人
ふ
う
性
格
に
原
因
が
あ
っ
た
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
か
か
る
恨
人
ふ
う
性
格
は
、
詩
人
と
し
て
は
、
わ
る
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
天
稟
に
め
ぐ
ま
れ
た
彼
は
、
そ
う
し
た
ウ
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ジ
ウ
ジ
し
た
思
い
を
、
そ
の
ま
ま
陰
鬱
な
詩
文
に
結
晶
さ
せ
る
の
が
、
た
い
へ
ん
う
ま
か
っ
た
か
ら
で
あ
る

(

逆
に
、
あ
か
る
く
楽

観
的
な
詩
文
は
、
あ
ま
り
得
意
と
し
な
か
っ
た
ろ
う)

。
結
果
的
に
は
、
そ
れ
が
江
淹
を
し
て
、
感
傷
詩
人
と
し
て
文
学
史
に
名
を

き
ざ
ま
せ
た
の
だ
っ
た
。

そ
う
し
た
感
傷
詩
人
の
資
質
が
、
よ
く
あ
ら
わ
れ
た
一
例
と
し
て
、｢

望
荊
山｣

と
題
さ
れ
た
詩
を
み
て
み
よ
う
。
こ
の
詩
は

｢

哀
千
里
賦｣
と
、
と
き
と
場
所
を
お
な
じ
く
し
て
つ
く
ら
れ
た
詩
で
あ
る(｢

荊
山｣

の
地
名
は
、｢

哀
千
里
賦｣

に
も
で
て
き
た)

。

『

文
選』

に
も
採
録
さ
れ
、
江
淹
の
傑
作
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
る
も
の
だ
。

奉
義
至
江
漢

王
(

劉
休
若)

の
義
を
し
た
っ
て

こ
の
江
漢
の
地
ま
で
や
っ
て
き

始
知
楚
塞
長

は
じ
め
て
楚
の
要
塞
の
長
大
さ
を
し
っ
た

南
関
繞
桐
栢

南
方
の
要
衝
は
桐
栢
山
に
か
こ
ま
れ

西
嶽
出
魯
陽

西
の
守
り
と
し
て
魯
陽
山
が
そ
び
え
た
つ

寒
郊
無
留
影

こ
こ
荊
山
周
辺
の
寒
郊
に
は

な
ん
の
人
影
も
な
く

秋
日
懸
清
光

秋
日
が
き
よ
ら
か
な
光
を
は
な
つ
だ
け

悲
風
撓
重
林

悲
風
が
密
林
を
ご
う
ご
う
と
ゆ
ら
し

雲
霞
肅
川
漲

雲
霞
は
川
波
を
あ
か
く
そ
め
て
い
る

歳
晏
君
如
何

歳
末
を
む
か
え
た
が

私
は
い
っ
た
い
ど
う
し
た
も
の
か

零
涙
染
衣
裳

涙
が
こ
ぼ
れ
て
衣
服
を
ぬ
ら
す
ば
か
り

玉
柱
空
掩
露

琴
柱
は
露
に
ぬ
れ
て
し
ま
い

金
樽
坐
含
霜

酒
樽
も
す
っ
か
り
霜
に
お
お
わ
れ
て
し
ま
っ
た
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一
聞
苦
寒
奏

こ
の
と
き

苦
寒
行
の
調
べ
を
耳
に
し
た
な
ら

再
使
艶
歌
傷

艶
歌
行
を
き
い
て
も

か
な
し
む
だ
け
だ
ろ
う

こ
の
詩
は
、｢

荊
山｣

を
の
ぞ
み
み
た
、
感
慨
を
叙
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
半

(｢

雲
霞｣

句
ま
で)

は
荊
山
周
辺
の
秋
景
を
叙
し

て
お
り
、
後
半

(｢

歳
晏｣

句
か
ら)

で
は
旅
の
わ
び
し
さ
を
感
傷
的
に
う
た
っ
て
い
る
。
一
読
し
て
、｢

哀
千
里
賦｣

と
よ
く
似
た

情
趣
を
有
し
て
い
る
の
が
、
す
ぐ
よ
み
と
れ
よ
う
。
と
く
に
、

寒
郊
に
留
影
無
く

秋
日
は
清
光
を
懸か

け
た
り

の
二
句
は
、
晩
秋
の
気
配
を
た
く
み
に
う
つ
し
と
っ
た
も
の
で
、
な
か
な
か
秀
逸
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
お
そ
ら
く
、
彼
の
ご
と
き
恨

人
は
、
な
に
か
情
趣
あ
る
景
物
を
目
に
す
る
や
、
す
ぐ

｢

恨｣

の
感
性
が
発
動
し
て
く
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
心
中
に
わ
き
で
て

き
た
感
傷
的
な
思
い
を
、
サ
ッ
と
詩
句
に
昇
華
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

清
の
沈
徳
潜

『

古
詩
源』

巻
十
三
は
、
こ
の

｢

望
荊
山｣

を

｢

蕭
し
ょ
う

瑟し
つ

な
り｣

と
評
し
て
い
る
。
も
の
さ
み
し
い
感
じ
が
す
る
、

と
い
う
こ
と
だ
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
詩
は
、[

｢

哀
千
里
賦｣

と
ち
が
っ
て]

故
郷
の
友
と
あ
え
な
く
て
さ
み
し
い
と
か
、
こ

ん
な
遠
方
ま
で
き
て
し
ま
っ
た
と
か
、
説
明
的
な
字
句
が
な
い
の
が
よ
い
。
だ
か
ら
よ
む
者
の
心
に
、｢

蕭
瑟｣

ふ
う
情
緒
が
、
ふ

か
ぶ
か
と
感
じ
ら
れ
て
く
る
の
だ
ろ
う
。
も
し
詩
中
に
、
現
実
的
な
グ
チ
を
か
き
こ
ん
で
い
た
ら
、
読
者
は

｢

な
ん
だ
、
こ
の
男
。

そ
ん
な
つ
ま
ら
ぬ
こ
と
で
ク
ヨ
ク
ヨ
し
て
い
た
の
か｣
と
、
し
ら
け
て
し
ま
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

以
上
、
江
淹
の
若
年
期
を
代
表
さ
せ
て
、｢

哀
千
里
賦｣

[
と

｢
望
荊
山｣

詩
と]

を
み
て
き
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
彼
の
恨
人
ふ

う
性
格
は
、
わ
か
い
こ
ろ
か
ら
存
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
自
身
が

｢

本
よ
り
恨
人
に
し
て
、
心
驚
い
て
已
ま
ず｣

と
い
う
と
お
り
、
江
淹
は
う
ま
れ
つ
き
、
そ
し
て
わ
か
い
こ
ろ
か
ら
、
多
情
多
恨
な
男
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
陰
鬱
で
し
め
っ
ぽ

い
作
風
も
、
彼
の
う
ま
れ
な
が
ら
の
生
地
が
、
そ
の
ま
ま
反
映
し
た
も
の
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
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三

楚
辞
ご
の
み

と
こ
ろ
で
、
右
の

｢

哀
千
里
賦｣

で
注
目
し
た
い
こ
と
が
、
も
う
ひ
と
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
文
中
に

『

楚
辞』

の
典
故
を
あ
ち
こ

ち
に
利
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
一
例
を
し
め
す
と
、

私
は

[
あ
の
屈
原
の
ご
と
く]

、
雲
の
車
に
の
っ
て
�
江
の
北
へ
ゆ
こ
う
と
し
、
霓
の
裳
を
ま
と
っ
て
�
水
の
東
方
に
む
か
わ

ん
と
す
る
が
、
無
念
な
こ
と
に
、
頼
り
の
虞
舜
さ
ま
は
も
う
逝
去
さ
れ
て
い
る
し
、
芳
草
も
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
…
…
河

北
の
北
地
は
さ
わ
や
か
な
気
候
だ
が
、
橘
柚
が

[

湿
潤
の
南
方
か
ら
北
地
へ]

う
つ
れ
ぬ
よ
う
に
、
自
分
も
遠
方
で
の
生
活
は

む
つ
か
し
い
。
あ
ま
り
年
を
と
ら
ぬ
う
ち
に
、
あ
の
梁
鴻
の
よ
う
に
霸
陵
山
に
隠
棲
し
た
い
も
の
だ
。

思
雲
車
兮
��

北
、

惜
重�

華�

之
已
沒
、

望
��

裳�

兮
�
東
。

念
芳�

草�

之
坐
空
。

…
…
雖
河
北
之
爽
�
、
猶
橘�

柚�

之�

不�

遷�

。
及
年�

歳�

之�

未�

晏�

、
願
匡
坐
於
霸
山
。

が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
に
利
用
さ
れ
た

『

楚
辞』
の
典
拠
を
、『

江
文
通
集
校
注』

に
よ
っ
て
し
め
す
と
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

○

[

離
騒]

�
湘
を
濟わ
た

り
て
以
て
南
征
し
、
重
華
に
就つ

い
て
詞
を
陳の

ぶ
。

○

[

九
歌
東
君]

青
雲
の
衣
あ
り
白
霓
の
裳
あ
り
、
長
矢
を
挙
げ
て
天
狼
を
射
る
。

○

[

招
隠
士]

王
孫
遊
ん
で
帰
ら
ず
、
芳
草
生
じ
て
萋
萋
た
り
。

○

[

橘
頌]

后
皇
の
嘉
樹
、
橘
徠き
た

り
服
す
。
命
を
受
け
て
遷う
つ

ら
ず
、
南
国
に
生
ず
。

○

[

離
騒]

年
歳
の
未
だ
晏お
そ

か
ら
ず
、
時
も
亦
た
猶
お
其
れ
未
だ
央つ

き
ざ
る
に
及
べ
。

か
く
み
る
と
、
江
淹
は
、『

楚
辞』

の
典
故
を
多
用
し
な
が
ら
、
自
分
の
思
い
を
か
た
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
う
し
た
多
用
は
、
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い
ま
自
分
が
い
る
場
所
が
、
屈
原
の
故
国
だ
っ
た
楚
に
ち
か
い
こ
と
も
、
理
由
の
ひ
と
つ
だ
ろ
う
が
、
や
は
り
こ
の
と
き
の
江
淹
に

は
、
心
情
的
に

『

楚
辞』

や
屈
原
に
ち
か
い
気
分
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
江
淹
の
恨
人
ふ
う
性
格
は
、『

楚
辞』

、
な
か
で
も
お
の
が
鬱
屈
を
つ
よ
く
ぶ
ち
ま
け
る
屈
原
の
文
学
に
、
シ
ン

パ
シ
ー
を
感
じ
る
こ
と
が
お
お
か
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
と
き
の

[

希
望
せ
ぬ]

湘
州
行
き
、
こ
れ
は
、
江
淹
に

は

｢

あ
の
屈
原
の
、
国
外
追
放
と
そ
っ
く
り
じ
ゃ
な
い
か｣

と
お
も
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
自
分
は
、
す
ぐ
れ
た
資
質
を
も
っ
た

男
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
繁
華
な
建
康
や
京
口
を
お
わ
れ
、
辺
鄙
な
湘
州
に
ゆ
か
さ
れ
て
い
る
。
な
ん
と
無
念
な
こ
と
か
。
あ
あ
、

自
分
は
、
あ
の
屈
原
と
お
な
じ
憂
き
め
に
あ
っ
て
い
る
な
あ
、
と
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
が
、
こ
の

｢

哀
千
里
賦｣

を
い
っ
そ
う
陰
鬱

な
も
の
に
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

た
だ
し
、
こ
の
時
期
の
楚
辞
共
感
は
、
そ
れ
ほ
ど
深
甚
な
も
の
で
な
く
、
ま
だ
お
お
ら
か
で
、
余
裕
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

も
そ
も
、
こ
の

｢

哀
千
里
賦｣

の
場
合
、
湘
州
に
ゆ
か
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
左
遷
で
は
な
い
し
、
い
わ
ん
や

[

屈
原
の
よ
う

な]

国
外
追
放
な
ど
で
は
あ
り
え
な
い
。
む
し
ろ
客
観
的
に
み
れ
ば
、
仕
官
で
き
た
の
だ
か
ら
、
よ
ろ
こ
ん
で
も
よ
い
ぐ
ら
い
の
も

の
だ
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
と
き
の
彼
が

『

楚
辞』
や
屈
原
の
文
学
に
シ
ン
パ
シ
ー
を
感
じ
た
と
し
て
も
、
ま
だ
お
お
ら
か
な
も
の

で
あ
っ
て
、[

の
ち
の
呉
興
時
代
の
賦
に
み
え
る
よ
う
な]

屈
原
の
悲
劇
や
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
な
ど
、
先
鋭
的
な
も
の
へ
の
そ
れ
で
は
な

い
。そ

う
し
た
お
お
ら
か
な
楚
辞
共
感
が
み
う
け
ら
れ
る
賦
を
、
も
う
一
篇
あ
げ
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
、
こ
の
と
き
の
不
本
意
な
湘
州

赴
任
か
ら
、
六
年
後
に
か
か
れ
た

｢

燈
賦｣

で
あ
る
。

こ
の

｢

燈
賦｣

は
、[

す
で
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に]

当
時
つ
か
え
て
い
た
建
平
王
劉
景
素
を
、
諷
諫
し
よ
う
と
し
て
つ
く
っ
た

も
の
ら
し
い
。
景
素
は
こ
の
時
期
、
暴
虐
な
後
廃
帝
が
人
心
を
う
し
な
っ
て
い
る
の
を
み
る
や
、
挙
兵
し
て
現
今
の
君
臣
を
廃
し
て
、
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自
身
が
帝
位
に
つ
こ
う
と
企
図
し
て
い
た
。
江
淹
は
そ
の
企
て
を
し
り
、
こ
の
賦
を
つ
く
っ
て
謀
叛
を
お
も
い
と
ど
ま
ら
せ
よ
う
と

し
た
の
だ
っ
た
。
す
る
と
こ
の
賦
の
創
作
時
期
は
、
お
そ
ら
く
元
徽
二
年

(

四
七
四)

、
江
淹
三
十
一
歳
の
こ
ろ
だ
と
し
て
よ
か
ろ

う
(

３)
。

淮
南
王
は
た
い
へ
ん
派
手
好
み
だ
っ
た
の
で
、
宮
女
に
命
じ
て
、[

高
価
な]

丹
砂
を
服
食
さ
せ
た
り
、
鳳
音
の
吹
奏
を
ま

な
ば
せ
た
り
し
て
い
た
。
あ
る
日
の
こ
と
、
紫
色
の
霞
が
き
え
、
日
も
く
れ
て
き
た
の
で
、
宮
殿
の
壁
に
明
燈
を
か
け
さ
せ
、

暗
闇
を
は
ら
い
の
け
よ
う
と
し
た
。
そ
の
と
き
小
山
儒
士
の
ほ
う
を
み
て
、｢

そ
な
た
は
、
こ
の
燈
を
賦
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
か
な｣

と
い
っ
た
。
そ
こ
で
小
山
は
瑟
を
ひ
き
な
が
ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
賦
を
つ
く
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
も
、
大
王
の
燈
は
、
銅
の
光
沢
と
金
の
台
か
ら
な
り
、
と
も
に
模
様
や
彫
刻
で
か
ざ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
碧
石
が
雲

の
か
た
ち
、
美
玉
は
仙
人
の
か
た
ち
に
、
そ
れ
ぞ
れ
象
嵌
さ
れ
て
お
り
ま
す
。[

燈
の
油
を
た
め
た]

両
盤
か
ら
火
芯
が
百
出

し
て
、
帷
帳
を
て
ら
し
庭
中
を
あ
か
る
く
し
ま
す
。
ま
た
錦
地
の
座
席
を
て
ら
し
、
刺
繍
さ
れ
た
琴
柱
の
筝
を
映
じ
て
い
ま
す
。

そ
の
燈
の
明
か
り
は
、
大
王
の
気
分
を
自
在
に
と
き
は
な
ち
、
心
中
の
惑
い
も
と
き
ほ
ぐ
し
て
く
れ
る
の
で
す
。
こ
れ
ぞ
諸
侯

王
の
ご
自
慢
の
燈
で
あ
り
、
寒
士
ど
も
は
と
て
も
所
有
で
き
ま
せ
ん
。

い
っ
ぽ
う
、
庶
民
の
燈
は
、
銀
製
で
も
珠
製
で
も
な
く
、
飾
り
も
模
様
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
美
し
さ
な
ど
は
も
と
め
ず
、
た

だ
実
用
一
点
張
り
で
す
。
で
す
か
ら
、
秋
に
露
が
帷
幔
を
ひ
や
し
、
風
が
衣
服
に
ふ
き
よ
せ
る
や
、
螢
は
桂
樹
と
わ
か
れ

[

て

庶
民
の
室
内
に
は
い
り]

ま
す
し
、
蛾
は
蘭
油
で
命
を
お
え
ま
す
。
秋
の
夜
は
一
年
の
ご
と
く
な
が
く
感
じ
ら
れ
、
秋
の
思
い

は
糸
の
よ
う
に
つ
き
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
思
い
に
つ
き
ま
と
わ
れ
、
こ
の
秋
の
時
期
を
か
な
し
む
の
で
す
。
こ

う
し
た
と
き
庶
民
た
ち
は
、
き
っ
と
燈
の
下
で
悲
嘆
に
く
れ
、
い
う
べ
き
こ
と
ば
も
わ
す
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

や
が
て
、
霜
が
庭
の
橘
樹
を
こ
お
ら
せ
、
冰
が
水
菖
蒲
を
か
ら
せ
、
雪
空
が
ど
こ
ま
で
も
つ
づ
き
、
河
海
も
く
ら
く
な
り
ま
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す
。
冬
の
夜
に
燈
油
が
こ
り
か
た
ま
り
、[

時
を
は
か
る]

漏
箭
も
う
ご
か
な
く
な
り
ま
す
と
、
彼
ら
は
さ
む
ざ
む
と
し
た
心

持
ち
と
な
り
、
冬
の
夕
暮
れ
に
さ
み
し
い
気
分
に
お
そ
わ
れ
る
の
で
す
。

か
く
み
る
と
、
朱
燈
が
あ
か
る
い
の
は
、
た
だ
大
王
を
か
が
や
か
す
た
め
な
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
燈
は
宝
と
い
う
べ
き

も
の
で
あ
り
、
賦
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
と
お
も
っ
た
の
で
す
。

淮
南
王
は
、
小
山
が
朗
誦
し
た
こ
の

｢

燈
賦｣

を
き
く
や
、｢

よ
し｣

と
称
賛
し
た
。
そ
し
て
、
じ
っ
く
り
か
ん
が
え
て
か

ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
た
。

屈
原
は
才
能
す
ぐ
れ
し
人
物
だ
っ
た
し
、
宋
玉
も
り
っ
ぱ
な
男
だ
っ
た
。
私
は
彼
ら
と
お
な
じ
時
代
に
う
ま
れ
、
親
密

に
交
際
で
き
な
か
っ
た
の
が
残
念
じ
ゃ
。

と
こ
ろ
が
い
ま
、
そ
な
た
は

[

彼
ら
に
お
と
ら
ぬ]

才
腕
ぶ
り
を
ほ
こ
っ
て
い
て
、
私
の

[

そ
な
た
へ
の]

親
近
ぶ
り

は
、
他
の
臣
僚
よ
り
た
か
い
も
の
が
あ
る
。
そ
な
た
は
、
�
や
�
の
ご
と
き
か
ぐ
わ
し
い
言
論
を
な
し
、
瓊
や
�
の
ご
と

き
う
る
わ
し
い
品
行
を
た
も
っ
て
お
る
な
。[

私
が
有
す
る]

豪
華
な
車
馬
と
い
う
も
の
は
、
そ
な
た
の
よ
う
な
愛
国
の

士
に
さ
ず
け
る
た
め
に
あ
る
の
じ
ゃ
。

淮
南
王
信
自
華
淫
、
命
彩
女
兮
、
餌
丹
砂
而
学
鳳
音
。

紫
霞
沒
、

掛
明
燈
、

白
日
沈
。

散
玄
陰
。

顧
謂
小
山
儒
士
、
斯
可
賦
乎
。
於
是
泛
瑟
而
言
曰
、

若
大
王
之
燈
者
、

銅
華
金
檠
、

碧
為
雲
気
、

錯
質
鏤
形
、

玉
為
仙
霊
、
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双
碗
百
枝
、
艶
帳
充
庭
、

昭
錦
地
之
文
席
、

恣
霊
修
之
浩
蕩
、
茲
侯
服
之
誇
�
、
而
処
士
所
莫
営
也
。

映
�
柱
之
明
筝
、

釈
心
疑
而
未
平
、

若
庶
人
之
燈
者
、

非
銀
非
珠
、
心
不
貴
麗
、
器
窮
於
朴
。

無
藻
無
縟
、

是
以

露
冷
帷
幔
、

螢
光
別
桂
、

秋
夜
如
歳
、

怨
此
懐
抱
、
必
丹
燈
坐
嘆
、
停
説
忘
辞
。

風
結
羅
�
。

蛾
命
辞
蘭
。

秋
情
如
絲
。

傷
此
秋
期
、

至
夫

霜
封
園
橘
、

雲
雪
無
際
、

冬
膏
既
凝
、

涓
連
冬
心
、

冰
裂
池
�
、

河
海
方
昏
、

冬
箭
未
度
、

寂
歴
冬
暮
。

亦
復
朱
燈
空
明
、
但
為
君
故
。
乃
知
燈
之
為
宝
、
信
可
賦
也
。

王
遂
賛
善
、
澄
意
斂
神
。

屈
原
才
華
、
恨
不
得
与
之
同
時
、
結
佩
其
紳
。
今
子
凝
章
挺
秀
、
近
出
嘉
賓
。

宋
玉
英
人
、

吐
�
吐
�
、
�
驂
雕
輦
、
以
愛
国
之
有
臣
焉
。

含
瓊
含
�
。

こ
の

｢

燈
賦｣

、
一
読
す
れ
ば
、
す
ぐ
宋
玉

｢

風
賦｣

の
模
擬
作
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。
モ
デ
ル
と
な
っ
た

｢

風
賦｣

を
紹

介
す
れ
ば
、
楚
襄
王
が
、
宋
玉
ら
と
と
も
に
離
宮
で
避
暑
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
さ
っ
と
こ
こ
ち
よ
い
涼
風
が
ふ
い
て
き
た
。
王
が

｢

こ
の
風
は
庶
民
と
共
有
す
る
も
の
じ
ゃ
な｣

と
い
う
と
、
宋
玉
は
、
い
や
そ
う
で
な
く
、
こ
れ
は
王
だ
け
の
風
だ
と
い
う
。
そ
し

て
風
の
賦
を
つ
く
っ
て
、｢

こ
こ
ち
よ
い
風
は
、
王
だ
け
に
ふ
く
雄
風
で
す
が
、
湿
気
を
も
た
ら
し
病
を
生
じ
さ
せ
る
風
は
、
庶
民
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に
ふ
く
雌
風
で
ご
ざ
い
ま
す｣

と
か
た
っ
た
の
で
あ
る
。
い
う
こ
こ
ろ
は
、
宋
玉
、
表
面
で
は
楚
襄
王
の
偉
大
さ
を
称
賛
し
つ
つ
も
、

じ
つ
は

[

庶
民
を
い
た
わ
ら
ぬ]

贅
沢
ぶ
り
を
諷
し
よ
う
と
し
た
の
だ

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
れ
を
模
し
た
江
淹

｢

燈
賦｣

は
、
ど
う
し
た
諷
刺
を
意
図
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
両
賦
を
対
応
さ
せ
て
み
る
と
、｢

燈
賦｣

の
趣
旨
は
、
劉
景
素
の
贅
沢
ぶ
り
を
諷
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
よ
う
に
み
え
る

(

淮
南
王
＝
楚
襄
王
＝
景
素)

。
し
か
し
、
景
素
は
質

素
な
人
が
ら
で
あ
っ
て
、
彼
へ
の
贅
沢
批
判
は
あ
た
っ
て
い
な
い
。
か
く
み
る
と
、
ヒ
ン
ト
は
こ
の
賦
に
で
て
く
る
淮
南
王
だ
ろ
う
。

こ
の
淮
南
王
こ
と
劉
安
は
、
前
漢
の
皇
族
だ
っ
た
が
、
漢
室
へ
の
謀
叛
を
企
図
し
、
け
っ
き
ょ
く
露
顕
し
て
自
害
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
人
物
で
あ
る
。
す
る
と
、
現
今
の
景
素
を
擬
す
る
の
に
、
ま
さ
に
ふ
さ
わ
し
い
。
つ
ま
り

｢

燈
賦｣

は
、
賦
中
の

｢

淮
南
王｣

を

景
素
に
、｢

小
山｣

を
自
分

(
＝
江
淹)

に
擬
し
て
、
景
素
の
謀
叛
を
お
も
い
と
ど
ま
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

(｢

江
文
通

校
注』

二
九
八
頁)

。

す
る
と
、
こ
の
賦
の
贅
沢
批
判
は
、
い
わ
ば
目
く
ら
ま
し
の
ご
と
き
も
の
で
あ
り
、
江
淹
は
あ
え
て
諷
刺
の
趣
旨
を
ず
ら
し
て
、

景
素
を
刺
激
し
な
い
よ
う
に
し
た
の
だ
と
お
も
わ
れ
る
。
真
の
諷
刺
は
も
ち
ろ
ん
、｢

淮
南
王
劉
安
の
二
の
舞
を
ふ
ま
ぬ
よ
う
、
宋

廷
へ
の
謀
叛
を
お
も
い
と
ど
ま
っ
て
ほ
し
い｣
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
江
淹
は
、
た
い
へ
ん
苦
心
し
て
諷
意

を
つ
た
え
よ
う
と
し
た
よ
う
だ
が
、
い
っ
ぽ
う
で
、
謀
叛
に
失
敗
し
た
淮
南
王
を
景
素
に
擬
し
た
設
定
や
、
彼
を
派
手
好
み
だ

(

淮

南
王
信
自
華
淫)

と
し
た
記
述
な
ど
は
、
景
素
に
不
快
な
思
い
を
さ
せ
た
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
賦
で
注
目
し
た
い
の
は
、
末
尾
ち
か
く
の
発
言
で
あ
る
。
こ
こ
で
江
淹
は
、
淮
南
王
の
口
を
か
り
て
、

屈
原
は
才
能
す
ぐ
れ
し
人
物
だ
っ
た
し
、
宋
玉
も
り
っ
ぱ
な
男
だ
っ
た
。
私
は
彼
ら
と
お
な
じ
時
代
に
う
ま
れ
、
親
密
な
交
際

を
で
き
な
か
っ
た
の
が
残
念
じ
ゃ
。

と
か
た
ら
せ
て
い
る
。
な
ぜ
、
こ
こ
で
屈
原
と
宋
玉
と
を
引
き
あ
い
に
だ
し
、
彼
ら
を
称
賛
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
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そ
れ
は
、
す
ぐ
了
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

｢

燈
賦｣

は
、
小
山
が
淮
南
王
の
贅
沢
ぶ
り
を
諷
し
た
の
で
、
そ
れ
に
気
づ
い

た
淮
南
王
は
、
自
分
に
忠
告
し
て
く
れ
た
小
山
を

｢

よ
し｣

と
ほ
め
た

と
い
う
設
定
で
か
か
れ
て
い
る
。
す
る
と
、
小
山
を

ほ
め
た
関
係
か
ら
、
そ
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た

[｢

風
賦｣

作
者
の]

宋
玉
、
さ
ら
に
そ
の
師
の
屈
原
を
想
起
し
、
そ
れ
ぞ
れ

｢

す
ぐ

れ
し
人
物
だ
っ
た｣

｢

り
っ
ぱ
な
男
だ
っ
た｣

と
た
た
え
た
の
だ
ろ
う
。

だ
が
、
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
こ
こ
は
諷
し
た
小
山
だ
け
を
た
た
え
れ
ば
よ
く
、
わ
ざ
わ
ざ
宋
玉
と
屈
原
と
を
引
き
あ
い
に
だ
す

必
要
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
あ
る
い
は
諷
諫
し
た
古
人
を
称
賛
す
る
の
だ
っ
た
ら
、
た
と
え
ば
比
干
や
伍
挙
、
晏
嬰
ら
を
あ
げ
て
も

よ
か
っ
た
ろ
う
。
だ
が
、
こ
こ
で
あ
え
て
宋
玉
と
屈
原
を
提
示
し
た
と
こ
ろ
に
、
江
淹
の

『

楚
辞』

へ
の
共
感
が
か
ら
ん
で
い
る
と

し
て
よ
か
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
こ
の

｢

屈
原
は
才
能
す
ぐ
れ
し
人
物
だ
っ
た｣

云
々
の
発
言
は
、
お
の
れ
の

『

楚
辞』

(

正
確
に
は
屈

原
と
宋
玉)

好
き
を
示
唆
し
た
資
料
だ
と
、
解
し
て
も
よ
い
よ
う
に
お
も
う
。

く
わ
え
て
、
こ
の

｢

燈
賦｣

の
モ
デ
ル
は
、
屈
原
の
作
で
な
く
、
そ
の
弟
子
だ
っ
た
宋
玉
の
賦
で
あ
る
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。

つ
ま
り
江
淹
は
、『

楚
辞』

の
中
核
で
あ
る
屈
原
と
か
、
彼
が
国
外
追
放
さ
れ
た
悲
劇
と
か
で
な
く
、
い
わ
ば
副
次
的
な
要
素
だ
っ

た
宋
玉
と
、
そ
の
諷
諫
ふ
う
の
賦
と
を
模
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
時
期
の
江
淹
は
、『

楚
辞』

へ
の
共
感
と
い
っ

て
も
、
屈
原
や

｢

離
騒｣

だ
け
で
な
く
、
そ
の
周
辺
の
人
物
や
作
品
も
ふ
く
め
た
、
広
義
の
楚
辞
文
学
を
利
用
し
て
い
る
の
に
注
意

し
よ
う
。
こ
れ
が
、
さ
き
に
の
べ
た
お
お
ら
か
な
楚
辞
共
感
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
お
お
ら
か
な
楚
辞
共
感
を
お
こ
な
っ
た
例
と
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
、
や
は
り
呉
興
左
遷
ま
え
に
つ
く
っ
た
、｢

丹
沙
可

学
賦｣

と
い
う
賦
も
あ
げ
て
お
こ
う
。
こ
の
賦
は
、
遊
仙
の
可
能
な
る
こ
と
を
か
た
っ
た
も
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
修
行
な
っ
て
仙

境
め
ざ
し
て
遊
行
す
る
部
分
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

そ
こ
で
わ
が
精
神
は
ひ
き
し
ま
っ
て
神
霊
の
よ
う
に
あ
が
っ
て
ゆ
き
、
肉
体
は
ぼ
ん
や
り
と
し
て
怪
異
な
姿
と
な
っ
た
。
私
は
、
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�
�
を
あ
ん
で
冠
を
つ
く
り
、
飾
り
玉
を
は
め
て
環
珮
を
つ
く
る
。
そ
し
て
苦
し
み
の
俗
世
を
で
て
上
昇
し
、
混
沌
た
る
気
を

ぬ
け
て
天
上
へ
と
び
た
つ
。
す
る
と
鳳
凰
が
飛
来
し
て
太
陽
を
か
く
し
、
鸞
鳥
が
あ
つ
ま
っ
て
群
を
な
し
て
き
た
。
左
方
に
は

昆
吾
の
丘
の
炎
暑
が
ひ
ろ
が
り
、
右
方
に
は
�
�
の
山
の
卿
雲
が
た
だ
っ
て
い
る
。

遂
乃

気
穆
肅
而
神
奔
、

綴
�
�
而
成
冠
、

出
湎
泣
而
遐
�
、

骨
窈
窈
而
鬼
怪
。

点
雑
錯
而
為
珮
。

貫
濛
鴻
而
上
�
。

鳳
之
来
兮
蔽
日
、

左
昆
吾
之
炎
景
、

鸞
之
集
兮
為
群
。

右
�
�
之
卿
雲
。

こ
の
部
分
は
、
も
ち
ろ
ん
実
写
で
な
く
幻
想
だ
ろ
う
。
主
人
公

(

江
淹
？)

は
仙
境
め
ざ
し
て
、
天
空
に
か
け
あ
が
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
江
淹
は
、
遊
仙
の
場
面
を
え
が
く
の
に
、『

楚
辞』

中
の
遠
遊
描
写
を
模
し
て
い
る
の
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
部
分
で
利
用

さ
れ
た

『

楚
辞』

の
典
拠
を
あ
げ
て
み
る
と
、

○

[

遠
遊]

形
は
穆ぼ
く

穆ぼ
く

と
し
て
以
て
浸
よ
う
や
く
遠
く
、
人
群
を
離
れ
て
遁と
ん

逸い
つ

す
。
気
の
変
に
因
り
て
遂
に
曾そ
う

挙き
ょ

し
、
忽
ち
神
の
ご
と

く
奔は

し

り
鬼
の
ご
と
く
怪
な
り
。

○

[

九
歌
東
君]

律
に
応
じ
て
節
に
合
す
れ
ば
、
霊
は
来
た
り
て
日
を
蔽お
お

う
。

○

[

離
騒]

吾
羲ぎ

和か

に
令
し
て
節
を
弭と
ど

め
、
�
�
を
望
ん
で
迫
る
勿な

か
ら
し
む
。

な
ど
が
そ
う
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
宋
玉
の
賦
な
ど
で
は
な
く
、『

楚
辞』

の
中
核
た
る
屈
原
の

[

作
だ
と
信
じ
ら
れ
て
い
た]

｢

離
騒｣

や

｢

遠
遊｣

を
利

用
し
て
い
る
。
た
だ
、
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
こ
こ
は
望
み
か
な
っ
て
の
遊
仙
を
え
が
い
た
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
気
ら
く
で
心
は

ず
む
場
面
で
の

『

楚
辞』

利
用
で
あ
る
の
に
注
意
し
よ
う
。
い
か
に
も

『

楚
辞』
ら
し
い
、
屈
原
の

[

国
外
追
放
の]

悲
劇
や
ヒ
ロ
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イ
ズ
ム
を
利
用
し
た
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
呉
興
以
前
に
お
い
て
も
、
賦
中
に

『

楚
辞』

の
典
故
や
語
彙
を
利
用
し
て
は
い
た
。
だ
が
そ
れ
は
、

�『

楚
辞』

の
中
核
た
る
屈
原
ふ
う
の
悲
劇
志
向
や
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
な
ど
は
、
ま
だ
濃
厚
で
は
な
い
。

�
屈
原
の
作
で
な
く
、
宋
玉
の
賦
の
よ
う
な
娯
楽
的
な
も
の
も
利
用
し
て
い
る
。

�『
楚
辞』
以
外
の
経
書
や
文
史
関
連
の
典
拠
も
す
く
な
く
な
い
。

と
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
江
淹
は
、
そ
の
恨
人
ふ
う
性
格
に
よ
り
、『

楚
辞』

の
文
学
に
シ
ン
パ
シ
ー
を
感
じ
て
い
て
、
し
ば
し

ば
典
故
と
し
て
利
用
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
時
期
の
そ
れ
は
、
ま
だ
お
お
ら
か
な
共
感
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
突
出
し
て
め
だ

つ
と
い
う
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
比
較
的
め
だ
つ
と
い
う
程
度
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

四

呉
興
左
遷

と
こ
ろ
が
で
あ
る
。
こ
の

｢

燈
賦｣

を
つ
く
っ
て
か
ら
ま
も
な
く
、
江
淹
に
悲
運
が
お
そ
っ
た
の
だ
っ
た
。｢

燈
賦｣

や

｢

效
阮

公
詩｣

な
ど
で
劉
景
素
を
諷
し
て
き
た
彼
は
、
つ
い
に
景
素
の
怒
り
を
こ
う
む
っ
て
、
辺
鄙
な
呉
興
の
令
に
左
遷
さ
せ
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

悲
運
は
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
い
よ
い
よ
呉
興
へ
出
立
し
よ
う
か
と
い
う
と
き
、
親
友

(

袁
炳)

が
死
ん
だ
。
そ

し
て
呉
興
令
に
転
じ
た
翌
年
に
は
、
期
待
し
て
い
た
第
二
子
が
一
歳
余
で
夭
折
、
さ
ら
に
そ
の
翌
年
に
は
妻
ま
で
病
死
し
た
の
だ
っ

た
。
こ
の
と
き
江
淹
は
、
妻
子
を
京
口
に
お
い
て
、
ひ
と
り
で
赴
任
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
妻
子
の
死
に
、
た
ち
あ
う
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
妻
子
は
、
人
質
と
し
て
京
口
に
と
め
お
か
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
江
淹
自
身
が
、
呉
興
の
辺
鄙
さ
を
あ
や
ぶ
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ん
で
、
あ
え
て
お
い
て
い
っ
た
の
か
は
、
現
在
で
は
わ
か
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
結
果
的
に
江
淹
は
辺
鄙
な
呉
興
の
地
で
、
妻

子
の
死
を
し
っ
た
の
だ
っ
た
。

だ
が
、
冒
頭
で
も
の
べ
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
悲
運
が
、
逆
に
江
淹
の
詩
嚢
を
刺
激
し
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
不
幸
な
呉
興
左
遷
の

時
期
に
、
彼
一
代
の
名
作
群
、
す
な
わ
ち

｢

傑
作
の
森｣

が
う
ま
れ
て
き
た
の
だ
っ
た
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
の
名
作
の

か
ず
か
ず
に
、
本
稿
が
注
目
す
る

『

楚
辞』

と
そ
の
周
辺
の
典
故
が
、
お
お
ら
か
で
な
く
、
先
鋭
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。典

型
的
な
も
の
と
し
て
、
彼
の

｢

去
故
郷
賦｣

を
あ
げ
て
み
よ
う
。
こ
の
賦
は
元
徽
二
年

(

四
七
四)

の
秋
、
江
淹
が
左
遷
先
の

呉
興
へ
む
か
う
途
上
で
つ
く
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
賦
で
は
、『

楚
辞』

の
な
か
で
も
、
楚
か
ら
追
放
さ
せ
ら
れ
た
屈
原
に
、
自
己
を

擬
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
冒
頭
の
、

夕
暮
れ
に
ち
か
づ
き
、
日
は
呉
山
の
丘
に
し
ず
も
う
と
し
て
い
る
。
北
風
が
草
木
を
へ
し
お
っ
て
、
紅
の
花
々
が
ふ
き
と
び
、

流
水
が
お
し
よ
せ
て
、
緑
竹
が
ま
ば
ら
に
な
っ
て
い
る
。
わ
た
く
し
淹

(

屈
原)

は
、
香
り
よ
い
桂
枝

(

建
平
王
＝
楚
懐
王)

を
こ
の
む
が
、
い
ま
は
周
囲
に
み
あ
た
ら
ず
、
月
を
か
く
す
浮
雲

(

建
平
王
の
と
り
ま
き
＝
楚
懐
王
の
と
り
ま
き)

を
き
ら
う

が
、
わ
が
身
は
京
口
を
は
な
れ
、
左
遷

(

楚
国
追
放)

の
途
上
と
な
っ
て
い
る
。

日
色
暮
兮
、
隠
呉
山
之
丘
墟
。

北
風
折
兮
絳
花
落
、

愛
桂�

枝�

而
不
見
、

流
水
散
兮
翠
�
疏
。

悵
浮�

雲�

而
離�

居�

。

と
い
う
部
分
が
そ
う
だ
。｢

桂
枝｣

｢

浮
雲｣

｢

離
居｣

な
ど
は
、
い
ず
れ
も

『

楚
辞』

中
の
語

(

順
に

｢

離
騒｣

、｢

九
章
悲
回
風｣

、

｢

九
歌
大
司
命｣)

を
つ
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
い
か
に
も
屈
原
の
悲
劇
を
連
想
さ
せ
て
い
る
。

右
の
冒
頭
部
分
で
も

｢

わ
た
く
し
淹
＝
屈
原｣

の
比
擬
を
利
用
し
て
い
た
が
、
賦
の
な
か
ご
ろ
で
も
、
屈
原
の
悲
劇
を
連
想
さ
せ
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る
典
故
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

川
の
中
洲
を
こ
え
て
か
ら
冠
を
ぬ
ぎ
、
�
浦
に
い
た
っ
て
か
ら
外
套
も
す
て
て
し
ま
っ
た
。
蘆
の
さ
み
し
げ
な
ざ
わ
め
き
を
耳

に
し
、
霜
露
が
お
り
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
水
辺
に
む
か
っ
て
憂
い
を
感
じ
、
海
浜
で
歳
末
も
ち
か
い
と
感
慨
に
ふ
け
る
。

出
汀�

洲�

而
解
冠
、

聴
蒹
葭
之
蕭�

瑟�

、

対
江�

皋�

而
自
憂
、

入
��

浦
而
捐�

袂�

。

知
霜
露
之
流
滞
。

弔
海
浜
而
傷
歳
。

の
字
句
が
そ
れ
だ
。
こ
こ
の

｢

汀
洲｣

(

川
の
中
洲)

は
、『

楚
辞』

九
歌
湘
夫
人
の

｢

汀
洲
の
杜
若
を
搴と

り
て
、
将ま
さ

に
以
て
遠
き
者

に
遺お

く

ら
ん
と
す｣

に
も
と
づ
き
、｢

�
浦｣

(

湖
南
省
を
な
が
れ
る
河
川)

は
、『

楚
辞』

九
章
渉
江
の

｢

�
浦
に
入
り
て
余
は
�
せ
ん

�
か
い

し
、
迷
い
て
吾
の
如ゆ

く
所
を
知
ら
ず｣

に
、
お
な
じ
く

｢

捐
袂｣

(

衣
を
ぬ
ぎ
す
て
る)

は
、『

楚
辞』

九
歌
湘
夫
人
の

｢

余
が
袂へ
い

を

江
中
に
捐す

て
、
余
が
�
ち
ょ
う
を
醴れ
い

浦ほ

に
遺す

つ｣

に
、
そ
れ
ぞ
れ
依
拠
し
た
表
現
で
あ
る
。
そ
の
他
、｢

蕭
瑟｣

や

｢

江
皋｣

な
ど
の
語
も
、

『

楚
辞』

に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。

｢

去
故
郷
賦｣

の
末
尾
も
引
用
し
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
は

｢

重
ね
て
曰
く｣

と
は
じ
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
賦
末
尾
に

｢

重

曰｣

を
お
く
こ
と
じ
た
い
、『

楚
辞』

遠
遊
に
は
じ
ま
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
い
う
。
江
南
の
杜
�(

江
淹
＝
屈
原)
は
、
色
つ
や
は
お
と
ろ
え
て
も
、
そ
の
思
い
は
、
黄
鵠
の
鳥
に
よ
っ
て
佳
人

(

建
平
王
＝
楚
懐
王)

に
つ
た
え
て
も
ら
い
た
い
。
酒
杯
を
横
に
お
い
て
、
む
な
し
く
佳
人
を
し
た
い
、
玉
琴
を
奏
し
た
と
て
、

だ
れ
に
も
き
い
て
も
ら
え
ぬ
。
高
山
を
み
る
と
日
は
し
ず
み
ゆ
き
、
涙
が
こ
ぼ
れ
手
拭
い
は
ず
ぶ
ぬ
れ
だ
。
物
見
や
ぐ
ら
は
安

定
し
て
い
て
も
、
や
が
て
螻
蟻
と
と
も
に
塵
と
化
し
て
し
ま
う
の
が
う
れ
わ
し
い
。

重
曰
、
江
南
之
杜
�
兮
色
已
陳
、
願
使
黄
鵠
兮
報
佳
人
。

横
羽
觴
而
淹
望
、

撫
玉
琴
兮
何
親
。
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贍
層
山
而
蔽
日
、
恐
高
台
之
易
晏
、
与
螻
蟻
而
為
塵
。

流
余
涕
以
沾
巾
。

こ
こ
で
も
、
み
ず
か
ら
を
追
放
さ
れ
た
屈
原
に
擬
し
て
い
る
。
そ
し
て
自
分

(

江
淹)

は
、
左
遷
の
苦
悩
の
な
か
に
あ
っ
て
も
、

な
お
、
佳
人

(

建
平
王
劉
景
素)

を
し
た
い
つ
づ
け
ま
す
と
、
暗
に
か
た
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
江
淹
は
も
と
も
と
恨
人

(

多
情
多

恨
な
男)
で
あ
り
、
感
情
ゆ
た
か
な

『

楚
辞』

の
文
学
を
こ
の
ん
で
い
た
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
今
回
の
左
遷
の
苦
悩
が
く
わ
わ
っ

て
、
彼
の
恨
人
ふ
う
傾
向
が
い
よ
い
よ
助
長
さ
れ
て
い
る
の
に
注
意
し
よ
う
。

と
く
に
、
こ
の

｢
去
故
郷
賦｣

を
執
筆
し
た
と
き
は
、
ま
さ
に
呉
興
へ
の
赴
任
途
上
で
あ
り
、
江
淹
は
一
種
の
興
奮
状
態
に
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
か
、
賦
中
に
は
は
げ
し
い
嘆
き
や
慟
哭
が
あ
ふ
れ
、
な
ま
な
ま
し
い
感
情
に
と
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
、

自
身
を

｢

江
南
の
杜
�
は
、
色
つ
や
は
お
と
ろ
え
て
も｣

云
々
と
叙
す
る
箇
所
な
ど
は
、
あ
た
か
も

｢

自
己
＝
追
放
さ
れ
た
忠
臣

(

屈
原)｣

イ
メ
ー
ジ
に
陶
酔
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
か
く
し
て
こ
の
賦
で
は
、
屈
原
ふ
う
の

[

国
外
追
放
の]

悲
劇
や
ヒ
ロ
イ
ズ

ム
を
、
大
々
的
に
活
用
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
そ
う
し
た
事
情
が
あ
っ
た
た
め
か
、
こ
の

｢

去
故
郷
賦｣

、
い
さ
さ
か
不
用
意
な
と
こ
ろ
も
な
い
で
は
な
い
。
と
い
う
の

は
、
自
分
を
屈
原
に
な
ぞ
ら
え
る
の
は
、
ま
だ
よ
い
。
し
か
し
、
そ
の
比
擬
を
延
長
さ
せ
て
ゆ
く
と
、
江
淹
を
呉
興
に
左
遷
さ
せ
た

劉
景
素
は
、[

英
明
と
は
い
い
が
た
い]

楚
の
懐
王
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
す
る
と
こ
の
賦
は
、
読
み
よ
う
に
よ
っ
て
は
、

劉
景
素
の
言
動
に
、
批
判
の
意
を
こ
め
た
も
の
と
み
え
な
く
も
な
い
。
江
淹
の
主
君
の
景
素
は
、
な
か
な
か
賢
明
な
人
物
で
あ
り
、

詩
文
に
も
造
詣
が
ふ
か
か
っ
た
。
そ
う
し
た
彼
が
こ
れ
を
よ
ん
だ
ら
、
江
淹
の
自
分
へ
の
忠
誠
心
は
了
解
し
た
か
も
し
れ
ぬ
が
、
自

分
が
楚
懐
王
に
擬
せ
ら
れ
た
こ
と
に
は
、
不
快
な
思
い
を
も
つ
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
と
き
の
江
淹
は
、
そ
う
し
た
こ
と
ま
で
気
が

ま
わ
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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こ
の｢

去
故
郷
賦｣

で
は
興
奮
状
態
に
あ
っ
た
江
淹
も
、
や
が
て
呉
興
の
地
に
到
着
し
、
そ
こ
で
令
と
し
て
勤
務
し
は
じ
め
る
と
、

し
だ
い
に
冷
静
に
な
り
、
お
ち
つ
い
て
き
た
。
あ
い
か
わ
ら
ず
、｢

つ
ら
い｣
｢

か
え
り
た
い｣

｢

か
な
し
い｣

と
い
う
詩
文
を
か
き

つ
づ
け
る
も
の
の
、
そ
の
文
辞
は
慎
重
な
も
の
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
冷
静
に
な
っ
て
き
た
時
期
の
作
と
し
て
、｢

倡
婦
自
悲
賦｣

を
し
め
し
て
み
よ
う
。
こ
の
賦
に
は
序
文
が

つ
い
て
い
る
の
で
、
ま
ず
そ
れ
を
よ
ん
で
創
作
事
情
を
う
か
が
っ
て
み
よ
う
。

漢
代
の
目
録
に

｢

倡
婦
自
悲
賦｣

が
著
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
文
は
現
存
し
て
い
な
い
。
私
は
、
�
草
が
風
で
お
ち
る
の

に
涙
を
な
が
し
、[
漢
代
の]

美
人
が
む
な
し
く
衰
老
し
て
ゆ
く
の
を
気
の
毒
に
お
も
い
、
そ
こ
で

[

亡
佚
し
た
賦
に
模
し
て]

こ
の
賦
を
つ
く
っ
て
み
た
。

漢
有
其
録
、
而
亡
其
文
。

泣
�
草
之
飄
落
、
乃
為
辞
焉
。

憐
佳
人
之
埋
暮
、

こ
れ
に
よ
る
と
、
漢
代
に

｢

倡
婦
自
悲
賦｣
と
い
う
賦
が
つ
く
ら
れ
た
が
、
亡
佚
し
た
。
そ
こ
で
わ
た
く
し
淹
は
、
そ
の
亡
佚
し

た
賦
に
模
し
て
、
こ
の
賦
を
つ
く
っ
て
み
た
、
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。
本
文
を
よ
む
と
、
す
て
ら
れ
た
女
性(

こ
こ
で
は
漢
の
舞
姫)

の
嘆
き
を
叙
し
つ
つ
も
、
じ
っ
さ
い
は
景
素

(

主
君)
に
左
遷
さ
れ
た
江
淹

(

逐
臣)

の
鬱
屈
を
、
か
た
っ
た
も
の
と
か
ん
が
え
ら

れ
る
。
こ
う
し
た
君
臣
関
係
を
男
女
の
情
に
比
擬
す
る
叙
し
か
た
は
、『

楚
辞』

に
由
来
す
る
伝
統
的
な
手
法
で
あ
る
。
そ
の
意
味

で
こ
の
賦
は
、
構
想
自
体
を

『

楚
辞』

に
負
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
く
わ
え
て
江
淹
、
主
人
公
が

｢

漢
宮｣

に
す
む
女
性

(

舞
姫)

な
の
で
、
そ
の
関
係
で
班
�
�｢

自
悼
賦｣

あ
た
り
も
参
照
し
て
い
る
よ
う
だ
。

つ
づ
い
て
、｢

倡
婦
自
悲
賦｣

の
本
文
を
み
て
み
よ
う
。
こ
の
賦
、
難
解
な
行
文
な
の
で
誤
読
お
お
き
を
お
そ
れ
る
が
、
と
り
あ

え
ず
の
訳
文
を
し
め
し
て
み
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る

(

４)

。
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私
は
趙
の
東
か
ら
こ
の
長
安
の
宮
殿
に
や
っ
て
き
、
歌
舞
を
演
じ
る
日
々
を
す
ご
し
ま
し
た
。
り
っ
ぱ
な
房
屋
の
墻
に
か
こ

ま
れ
た
道
路
で
、
桂
枝
の
ご
と
き
私
た
ち
は
軽
風
に
の
っ
て
舞
を
ま
い
、
ま
た
白
壁
の
翠
楼
の
う
え
で
、
明
月
が
秋
ら
し
い
風

情
を
そ
え
る
な
か
で
演
舞
し
た
も
の
で
す
。
そ
う
し
た
あ
る
日
、
不
意
に
歌
声
が
停
止
さ
せ
ら
れ
、
歌
姫
た
る
私
た
ち
は
ど
う

し
た
こ
と
か
と
心
配
し
ま
し
た
。

す
る
と
、
な
ん
と
君
王
さ
ま
が
私
を
ご
寵
愛
く
だ
さ
り
、
私
た
ち
は
朝
ま
で
楽
し
み
を
つ
づ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

私
は
、
君
王
さ
ま
の
青
駕
に
は
べ
っ
て
雲
上
を
ゆ
き
、
丹
輦
で
は
こ
ば
れ
て
霞
の
ご
と
く
た
だ
よ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、『

詩』

の
南
山
の
ご
と
く
、
二
人
な
か
よ
く
長
寿
に
め
ぐ
ま
れ
、
壽
陵
を
指
さ
し
死
後
の
同
穴
を
ね
が
っ
た
も
の
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
と
つ
ぜ
ん
緑
衣
の
女
が
私
の
地
位
を
う
ば
い
、
白
華
の
草
が
寝
床
へ
侵
入
し
て
き
た
の
で
す
。
お
か
げ
で
こ
の

私
は
、
努
力
し
て
も
い
と
お
し
ん
で
も
ら
え
な
く
な
り
、
黄
金
が
あ
っ
て
も
ど
う
で
も
よ
く
な
り
ま
し
た
。

君
王
さ
ま
の
九
重
は
と
じ
ら
れ
、
私
が
す
む
宮
殿
は
荒
廃
す
る
ば
か
り
。
青
苔
が
は
え
て
銀
閣
は
さ
び
れ
、
蜘
蛛
の
巣
が
は
っ

て
玉
梯
も
放
置
さ
れ
た
ま
ま
。
か
く
し
て

[

寵
愛
さ
れ
ぬ]

私
は
九
冬
を
さ
み
し
く
す
ご
し
、
十
秋
も
別
居
を
余
儀
な
く
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
う
ち
、
わ
が
魂
が
死
に
ち
か
づ
い
た
の
に
、
骨
を
う
め
る
墓
地
も
な
い
の
が
心
配
に
な
っ
て
き
た
の
で
す
。

や
が
て
私
は
、
故
郷
に
か
え
っ
て
余
生
を
す
ご
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
、
君
王
さ
ま
か
ら
恩
恵
を
い
た
だ
け

た
お
か
げ
で
す
。
私
は
、
柏
梁
台
を
さ
ら
ん
と
し
て
袂
で
顔
を
お
お
い
、
宮
殿
の
桂
苑
を
辞
去
し
よ
う
と
し
て
眉
を
ひ
そ
め
ま

し
た
。
朱
門
を
ふ
り
か
え
る
と
、
さ
ら
な
る
老
い
を
実
感
し
、
頭
髪
に
手
を
や
っ
て
は
、
そ
の
白
さ
に
一
驚
し
た
ほ
ど
で
す
。

こ
う
し
て

[

帰
郷
の
旅
に
つ
い
た]

私
は
、
帝
城
が
と
お
ざ
か
る
の
を
う
ら
み
、
故
郷
へ
つ
づ
く
平
原
が
と
お
い
の
を
か
な

し
み
ま
す
。
霜
が
衣
に
お
り
て
葭
も
つ
め
た
く
、
風
が
馬
車
に
ふ
き
よ
せ
て
日
も
か
げ
り
ま
す
。
御
者
は

[

故
郷
の]

趙
を
し

た
っ
て
ふ
り
か
え
ら
ず
、
馬
は[

故
土
の]

燕
を
お
も
っ
て
休
息
も
し
ま
せ
ん
。
私
は
、
遠
山
の
異
峰
を
み
て
は
涙
を
こ
ぼ
し
、
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浮
雲
の
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
す
る
色
を
な
が
め
る
ば
か
り
。
も
し
鏡
を
私
の
前
に
お
け
ば
、
き
っ
と
翼
を
ひ
ろ
げ
て
と
ぶ
、
孤
雁

の
ご
と
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
詩
を
つ
く
っ
て
み
ま
し
た
。

曲
台
で
の
た
の
し
き
歌
声
が

ま
だ
お
わ
ら
ぬ
う
ち
か
ら

黄
壌
を
棺
に
い
れ

埋
葬
さ
れ
る
心
構
え
は
で
き
て
お
り
ま
し
た

[
や
が
て
私
が
死
ね
ば]

玉
�
も
色
が
う
す
れ

羅
衣
に
も
塵
が
つ
も
る
こ
と
で
し
ょ
う

雄
才
の
君
王
さ
ま
は

な
ん
の
ご
存
念
も
な
い
と
は
存
じ
ま
す
が

あ
わ
れ
な
舞
姫
の
悲
し
さ
を

す
こ
し
で
も
ご
想
像
く
だ
さ
い
ま
せ

粤
自
趙
東
、
来
舞
漢
宮
。

瑤
序
金
陳
、
桂
枝
嬌
風
、
歌
声
忽
散
、
倡
人
復
愁
。

素
壁
翠
楼
、
明
月
使
秋
。

君
王
更
衣
、
露
色
未
晞
。

侍
青
鑾
以
雲
聳
、

願
南
山
之
無
隙
、

夾
丹
輦
以
霞
飛
。

指
壽
陵
以
同
帰
。

俄
而

緑
衣
坐
奪
、

屑
骨
不
憐
、

九
重
已
閉
、

青
苔
積
兮
銀
閣
渋
、

白
華
臥
進
。

擅
金
誰
吝
。

高
門
自
蕪
。

網
羅
生
兮
玉
梯
虚
。

度
九
冬
而
廓
処
、

傷
営
魂
之
已
尽
、

経
十
秋
以
分
居
。

畏
松
柏
之
無
余
。

帰
故
郷
之
末
光
、
実
夫
君
之
晩
滋
。

去
柏
梁
以
掩
袂
、

視
朱
殿
以
再
暮
、

出
桂
苑
而
斂
眉
。

撫
巓
華
而
一
疑
。
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於
是

怨
帝
関
之
遂
岨
、

霜
繞
衣
而
葭
冷
、

御
思
趙
而
不
顧
、

悵
平
原
之
何
極
。

風
飄
輪
而
景
昃
。

馬
懐
燕
而
未
息
。

泣
遠
山
之
異
峰
、
若
使
明
鏡
前
兮
、
碎
孤
雁
之
錦
翼
。
乃
為
詩
曰
、

望
浮
雲
之
雑
色
。

曲
台
歌
未
徙
、

玉
�
帰
無
色
、
驕
才
雄
力
君
何
怨
、
徒
念
薄
命
之
苦
辛
。

黄
壌
哭
已
親
。

羅
衣
會
生
塵
。

[

美
人
が
お
お
い]
趙
か
ら
都
の
長
安
に
や
っ
て
き
た
舞
姫
、
運
よ
く
君
王
に
み
そ
め
ら
れ
、
寵
愛
さ
れ
る
日
々
を
す
ご
せ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
君
王
の
寵
が
、
べ
つ
の
女
に
う
つ
っ
て
し
ま
う
。
か
く
し
て
舞
姫
、
ひ
と
り
宮
中
で
九
冬
と
十
秋
を
す
ご

し
、
さ
み
し
く
老
い
て
ゆ
く
。
や
が
て
故
郷
に
か
え
る
の
を
ゆ
る
さ
れ
る
と
、
老
舞
姫
は
帰
郷
の
旅
に
出
立
し
た
。
故
里
へ
む
か
う

馬
車
の
な
か
、
と
お
く
の
山
々
や
空
の
浮
雲
を
な
が
め
つ
つ
、
彼
女
は

｢

あ
わ
れ
な
老
舞
姫
の
悲
し
さ
を

す
こ
し
で
も
ご
想
像
く

だ
さ
い
ま
せ｣

と
う
っ
た
え
た
詩
を
つ
く
っ
た

と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。

こ
の
話
は
も
ち
ろ
ん
、
江
淹
の
現
状
を
比
擬
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
趙
出
身
の
う
つ
く
し
い
舞
姫
を
自
身(

江
淹)

に
た
と
え
つ
つ
、

そ
の
舞
姫
が
君
王

(

劉
景
素)

に
す
て
ら
れ
、
や
が
て
故
郷

(

呉
興)

に
さ
み
し
く
か
え
っ
て
ゆ
く

こ
の
筋
だ
て
は
、
呉
興

に
左
遷
さ
せ
ら
れ
た
江
淹
の
不
遇
の
情
を
、
よ
く
反
映
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
賦
の
比
擬
は
、
よ
く
か
ん
が
え
ら
れ
た
も
の
だ
。
つ
ま
り
、｢

去
故
郷
賦｣

の
よ
う
に
自
分
を
屈
原
や
忠
臣
に

擬
す
る
と
、
あ
ま
り
に
も
露
骨
で
あ
り
、
ま
た
ヒ
ロ
イ
ッ
ク
に
す
ぎ
る
。
く
わ
え
て
、
景
素
を
楚
懐
王
に
擬
し
て
し
ま
う
と
、
景
素

の
不
興
を
か
う
恐
れ
も
な
い
で
は
な
い
。
そ
こ
で
江
淹
は

｢

追
放
さ
れ
る
忠
臣
＝
自
己｣

を
や
め
、｢

舞
姫

(

＝
棄
婦)

＝
自
己｣

に
し
た
の
だ
ろ
う
。
す
る
と
、
こ
の
賦
の
趣
意
は

｢

こ
ん
な
に
す
ば
ら
し
い
舞
姫

(

＝
江
淹)

、
そ
れ
な
の
に
寵
を
う
し
な
っ
て
し
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ま
っ
た

(

＝
左
遷)｣

と
い
う
ふ
う
に
変
化
し
て
く
る
。
こ
う
し
た
や
り
か
た
に
よ
っ
て
、
江
淹
は
婉
曲
か
つ
間
接
的
に
、
自
己
の

み
じ
め
さ
を
景
素
に
う
っ
た
え
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
賦
に
は
、
す
こ
し
お
ち
つ
き
、
慎
重
に
な
っ
た
江
淹

の
姿
が
う
か
が
え
る
と
い
っ
て
よ
い
。

五

懐
才
不
遇

こ
の

｢

倡
婦
自
悲
賦｣
と
同
種
の
作
と
し
て
、
曹
植

｢

洛
神
賦｣

に
模
し
た

｢

水
上
神
女
賦｣

と
、
麗
色
を
叙
し
た

｢

麗
色
賦｣

の
二
篇
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
賦
中
に
美
女
が
で
て
く
る
が
、
と
も
に
江
淹
や
そ
の
周
辺
の
人
び
と
に
、
擬
し
た
も
の
と
み
な
し
て

よ
い
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
う
ち
の
一
篇
、｢

麗
色
賦｣

を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
こ
の
賦
は
、
麗
色
を
有
し
た
女
性

(

以
下
の
訳
で

は

｢

麗
人｣

と
訳
す｣)

を
叙
し
た
も
の
だ
が
、
こ
の
期
の
江
淹
文
学
の
特
徴
、
す
な
わ
ち
呉
興
左
遷
の
苦
悩
や

『

楚
辞』

の
積
極

的
利
用
を
あ
わ
せ
も
つ
、
た
い
へ
ん
魅
力
的
な
作
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
こ
の
賦
を
く
わ
し
く
考
察
し
、
そ

の
魅
力
を
さ
ぐ
っ
て
み
よ
う
。

こ
の

｢

麗
色
賦｣

は
、
大
枠
を
宋
玉
の

｢

招
魂｣

(『
楚
辞』

中
の
一
篇)

に
か
り
て
い
る
。

周
知
の
よ
う
に

｢

招
魂｣

は
、
国
外
追
放
さ
れ
た
屈
原
を
あ
わ
れ
ん
で
、
弟
子
の
宋
玉
が
つ
く
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
形
式
的
に

は
、
か
ん
な
ぎ
の

｢

巫
陽｣

が
、
上
帝
の
命
に
よ
っ
て

[

楚
を
さ
っ
た]

屈
原
の
魂
に
む
か
っ
て
、｢

魂
よ
帰
り
来
た
れ｣

と
よ
び

か
け
た
も
の
で
あ
る
。[

楚
以
外
の]

四
方
の
地
は
、
お
そ
ろ
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
醜
悪
な
怪
物
や
獰
猛
な
け
だ
も
の
が
、
ウ
ヨ
ウ

ヨ
し
て
お
り
ま
す
ぞ
。
そ
れ
に
対
し
、
楚
の
国
に
は
、
豪
壮
な
建
物
、
贅
沢
な
調
度
、
ご
ち
そ
う
、
美
女
が
い
っ
ぱ
い
で
、
そ
れ
ら

が
あ
な
た
の
お
帰
り
を
お
待
ち
し
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
ぜ
ひ
と
も
楚
へ
お
帰
り
く
だ
さ
い

。
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江
淹

｢

麗
色
賦｣

も
、
こ
の

｢

招
魂｣

の
形
式
に
な
ら
っ
て
、
巫
陽
に
模
し
た

｢

巫
史｣

と
い
う
人
物
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
そ

し
て
、
そ
の
巫
史
に

｢

説｣

を
か
た
ら
せ
る
と
い
う
手
法
を
と
っ
て
、
一
篇
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る

(

５)

。
以
下
、
分
段
し
な
が
ら

紹
介
し
て
ゆ
こ
う
。
ま
ず
冒
頭
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
は
じ
ま
る
。

楚
臣
の
屈
原
が
国
外
追
放
さ
れ
、
そ
の
魂
は
江
南
へ
さ
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
弟
子
に
、
宋
玉
と
い
う
者
が
い
た
が
、
彼
は

珮
を
は
ず
し
馬
車
の
そ
え
馬
を
と
き
は
な
っ
た
。
細
雨
け
ぶ
る
�
水
の
ほ
と
り
に
た
ち
、
青
衫
は
ひ
る
が
え
っ
て
い
る
。
そ
こ

で
、
宋
玉
は
巫
史
を
ま
ね
き
、｢[

屈
原
を
し
た
う]

私
の
憂
い
は
、
ど
う
す
れ
ば
お
さ
ま
る
だ
ろ
う
か｣

と
た
ず
ね
た
の
で
あ

る
。す

る
と
巫
史
は
い
っ
た
。
臣
は
、
学
問
が
な
く
道
理
に
く
ら
い
人
間
で
す
。
臣
が
存
じ
あ
げ
て
い
る
の
は
、
た
だ
麗
人
に
つ

い
て
の

｢

説｣

だ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

楚
臣
既
放
、
魂
往
江
南
。
弟
子
曰
玉
、
釈
珮
解
驂
。

濛
濛
�
水
、
乃
召
巫
史
、
茲
憂
何
止
。

�
�
青
衫
。

史
曰
、
臣
膠
学
蔽
理
、
臣
之
所
知
、
独
有
麗
色
之
説
耳
。

江
淹
は
、
ま
ず
宋
玉
を
つ
か
っ
て
、
巫
史
に

｢

私
の
憂
い
は
、
ど
う
す
れ
ば
お
さ
ま
る
だ
ろ
う
か｣

と
た
ず
ね
さ
せ
る
。
す
る
と

巫
史
は
、
自
分
が
し
る
の
は
麗
人
の

｢

説｣

だ
け
で
す
と
い
っ
て
、
そ
の
説
を
宋
玉
に
む
か
っ
て
か
た
り
は
じ
め
る
。
そ
の
巫
史
が

か
た
る

｢

説｣

が
、
そ
の
ま
ま

｢

麗
色
賦｣

の
内
容
と
な
る
わ
け
だ
。
し
た
が
っ
て
こ
の
部
分
は
、
い
わ
ば
賦
本
文
を
み
ち
び
き
だ

す
た
め
の
序
文

(

た
だ
し
、
こ
の
部
分
も
押
韻
し
て
い
る)

に
相
当
し
よ
う
。
以
下
、｢

麗
色
賦｣

の
実
質
的
内
容
が
は
じ
ま
る
。

[

そ
の
説
は
、
以
下
の
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。]

さ
て
も
、
世
に
な
ら
ぶ
な
き
女
性
と
い
え
ば
、
ま
ち
が
い
な
く
臣
の
東
鄰
の

麗
人
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
麗
人
、
翠
鳥
の
ご
と
き
眉
に
玉
の
よ
う
な
肌
、
瞳
は
く
ろ
く
唇
は
あ
か
い
。
黄
金
の
花
飾
り
を
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ま
ぶ
し
た
珠
履
を
は
き
、
綺
の
袂
と
錦
の
紳
と
を
ゆ
ら
し
て
い
ま
す
。
顔
色
は
し
ろ
く
て
他
人
の
目
を
う
ば
い
、
容
色
の
輝
き

ぶ
り
は
女
神
の
よ
う
。
そ
の
容
姿
が
表
現
し
が
た
い
の
に
、
ど
う
し
て
神
韻
さ
な
ど
説
明
で
き
ま
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
仙
草
、

霊
葩
、
冰
華
、
玉
儀
な
ど
で
た
と
え
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

さ
て
、
そ
の
麗
人
た
る
や
、
す
が
た
を
あ
ら
わ
す
や
、
あ
た
か
も
紅
蓮
が
池
の
な
か
で
映
じ
る
か
の
よ
う
、
す
こ
し
す
す
み

で
る
や
、
彩
雲
が
崖
か
ら
で
て
き
た
か
の
よ
う
。
五
色
の
光
が
か
が
や
き
、
十
種
の
色
が
き
ら
め
き
ま
す
。
そ
の
よ
う
す
は
、

樹
か
ら
ひ
ろ
が
っ
た
珊
瑚
よ
り
も
貴
重
で
あ
り
、
枝
を
ひ
ろ
げ
る
瓊
樹
に
も
相
当
す
る
ほ
ど
で
す
。

玉
堂
の
春
姫
や
岩
屋
の
素
女
ら

(

と
も
に
仙
女)

は
、
海
辺
の
煙
霧
を
は
ら
い
の
け
て
、
河
渚
で
そ
の
美
貌
を
鮮
明
に
あ
ら

わ
し
ま
す
し
、
ま
た
天
河
を
わ
た
っ
て
、
水
上
に
た
だ
よ
い
、
帝
帝
の
門
番
に
声
を
か
け
て
、
じ
っ
と
た
っ
て
い
ま
す
。
で
す

が
そ
う
し
た
仙
女
ら
と
て
、
こ
の
麗
人
に
く
ら
べ
れ
ば
顔
色
が
な
く
、
と
う
て
い
比
較
に
な
り
ま
せ
ん
。

夫
絶
代
独
立
者
、
信
東
鄰
之
佳
人
。

既
翠
眉
而
瑤
質
、
灑
金
花
於
珠
履
、
颯
綺
袂
与
錦
紳
。

亦
盧
瞳
而
�
唇
。

色
練
練
而
欲
奪
、

非
気
象
之
可
譬
、
故

仙
草
霊
葩
、

光
炎
炎
其
若
神
。

奚
影
響
而
能
陳
。

冰
華
玉
儀
。

其
始
見
也
、
若
紅
蓮
鏡
池
。

五
光
徘
徊
、

宝
過
珊
瑚
同
樹
、

其
少
進
也
、
如
彩
雲
出
崖
。

十
色
陸
離
。

価
値
瓊
草
共
枝
。

雖

玉
堂
春
姫
、

張
煙
霧
於
海
際
、

乗
天
梁
而
皓
盪
、
猶

比
之
無
色
、

石
室
素
女
、

耀
光
影
於
河
渚
。

叫
帝
�
而
延
佇
。

方
之
非
侶
。

宋
玉

｢

招
魂｣

で
は
、
屈
原
の
魂
を
よ
び
も
ど
す
た
め
に
、
ご
ち
そ
う
や
調
度
品
の
贅
沢
さ
、
さ
ら
に
美
女
や
歌
舞
の
楽
し
さ
な
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ど
を
強
調
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し

｢

麗
色
賦｣

で
は
、
標
題
ど
お
り
麗
人
の

[

内
面
、
外
面
の]

す
ば
ら
し
さ
だ
け
に
焦
点
を
し

ぼ
り
、
そ
の
他
の
も
の
は
す
べ
て
捨
象
し
て
い
る
。

江
淹
は
は
じ
め
に
、
麗
人
を
紹
介
し
て
ゆ
く
。｢

世
に
な
ら
ぶ
な
き
女
性
と
い
え
ば｣

云
々
は
、
も
ち
ろ
ん
前
漢
の
李
延
年
の

｢

北
方
に
佳
人
有
り
、
絶
世
に
し
て
独
り
立
つ｣

を
ふ
ま
え
、｢

臣
の
東
鄰
の
麗
人
で
あ
り
ま
し
ょ
う｣

云
々
は
、
宋
玉

｢

登
徒
子
好

色
賦｣

の

｢
天
下
の
佳
人
は
…
…
臣
の
東
家
の
子
に
若し

く
は
莫
し｣

に
も
と
づ
く
も
の
だ
ろ
う
。

さ
ら
に

｢

す
が
た
を
あ
ら
わ
す
や｣

云
々
も
、
や
は
り
宋
玉

｢

神
女
賦｣

に
お
け
る
神
女
登
場
の
場
面
、
す
な
わ
ち

｢

其
の
始
め

て
来き

た

る
や
、
耀
乎
と
し
て
白
日
の
初
め
て
出
で
て
屋
梁
を
照
ら
す
が
若ご
と

く
、
其
の
少
し
く
進
む
や
、
皎し
ろ

き
こ
と
明
月
の
其
の
光
を
舒の

ぶ
る
が
若
し｣

を
模
し
た
の
だ
ろ
う
。
以
下
は
略
す
る
が
、
江
淹
は
お
お
く

[

宋
玉
の
諸
篇
を
ふ
く
む]

広
義
の

『

楚
辞』

を
利
用

し
て
、
麗
人
の
美
し
さ
を
か
た
っ
て
い
る
。

つ
づ
い
て
江
淹
は
、
い
ろ
ん
な
場
所
に
お
け
る
麗
人
を
え
が
い
て
ゆ
く
。
は
じ
め
に
豪
華
な
宮
殿
の
居
室
、
つ
づ
い
て
は
春
夏
秋

冬
の
景
色
の
な
か
、
そ
し
て
め
ぐ
り
ゆ
く
自
然
の
変
化
を
え
が
き
つ
つ
、
そ
う
し
た
場
に
た
た
ず
む
麗
人
の
姿
を
叙
し
て
ゆ
く
。

さ
て
、
そ
の
麗
人
の
す
む
華
麗
な
宮
殿
が
、
大
通
り
の
そ
ば
に
た
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
宮
室
に
は
月
光
が
そ
そ
ぎ
、
緑
の
帷

帳
に
は
陽
光
が
て
り
つ
け
ま
す
。
き
れ
い
な
�
模
様
の
柱
が
た
ち
、
ま
た
高
大
な
虹
模
様
の
梁は

り

が
よ
こ
た
わ
っ
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
錦
の
カ
ー
テ
ン
が
た
れ
て
も
の
さ
び
し
く
、
桂
枝
を
も
や
し
た
香
煙
も
た
だ
よ
い
ま
す
。
そ
う
し
た
な
か
、
麗
人
は
優
美

な
邯
鄲
ふ
う
歩
み
で
す
す
み
、
趙
女
の
ご
と
き
鳴
瑟
を
ひ
び
か
せ
て
い
ま
す
。

春
に
な
る
と
紅
華
が
さ
き
だ
し
、
黄
鳥
が
ま
い
は
じ
め
ま
す
。
紺
�
も
わ
か
わ
か
し
い
芽
を
だ
し
、
赤
蘭
も
さ
き
は
じ
め
ま

し
た
。
こ
の
と
き
麗
人
は
、
杜
�
の
帯
を
手
に
と
ら
ず
、
桂
旗
も
た
て
よ
う
と
も
し
ま
せ
ん
。
た
だ
よ
き
詩
句
を
え
ら
び
、
そ

れ
を
吟
誦
し
て
い
る
の
で
す
。
な
か
で
も
陳
風
の

[

好
色
を
諷
し
た]

｢
月
出｣

詩
を
よ
ろ
こ
ん
で
吟
じ
、
衛
風
の

[

よ
き
出
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会
い
を
も
と
め
た]

｢

野
有
蔓
草｣

詩
に
感
動
し
て
い
ま
す
。

さ
て
、
暑
熱
の
気
が
さ
か
ん
な
夏
至
、
ま
た

[

夏
の
終
わ
り
を
つ
げ
る]

大
火
の
星
が
出
現
す
る
こ
ろ
、
槿
の
花
に
露
が
お

り
、
蓮
の
花
が
風
に
ゆ
れ
て
い
ま
す
。
後
面
の
手
す
り
に
沙
果
の
花
が
さ
き
ほ
こ
り
、
前
面
の
軒
下
に
碧
桐
が
し
げ
る
な
か
、

園
右
か
ら
笙
の
音
が
き
こ
え
、
池
東
に
は
琴
の
響
き
が
み
ち
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
な
か
麗
人
は
、
楚
王
が
巫
山
の
神
女
を
よ

ろ
こ
ん
だ
こ
と
に
賛
嘆
し
、
漢
水
の
二
女
と
鄭
交
甫
が
む
す
ば
れ
な
か
っ
た
の
を
か
な
し
ん
で
い
ま
す
。

太
陽
が
西
の
星
宿
へ
む
か
っ
て
秋
と
な
り
、
弦
月
が
夜
空
の
軌
道
に
う
か
ぶ
こ
ろ
、
月
光
は
門
戸
を
て
ら
し
、
玉
露
が
空
を

お
お
う
ほ
ど
お
り
て
き
ま
す
。
蜘
蛛
の
糸
が
牆
壁
に
か
か
り
、
螢
が
梁
の
あ
い
だ
を
め
ぐ
っ
て
い
ま
す
。
空
気
は
し
め
っ
て
い

ま
す
が
、
ま
だ
暁
天
と
は
な
ら
ず
、
星
は
西
に
な
が
れ
て
も
、
ま
だ
夜
は
あ
け
そ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
な
か
麗
人
は
、

雑
珮
を
さ
さ
げ
し
殿
方
を
想
起
し
て
は
、
ず
っ
と
し
た
い
つ
づ
け
、
ま
た
と
も
に
す
ご
し
た
錦
衾
を
み
て
は
心
を
い
た
め
、
た

い
へ
ん
か
な
し
む
の
で
す
。

寒
気
が
植
物
を
か
ら
し
、
泉
水
も
こ
お
り
つ
く
冬
季
に
な
る
と
、
軒
に
は
あ
つ
く
霜
が
お
り
て
、
庭
に
は
雪
が
つ
も
り
ま
す
。

鳥
や
魚
も
か
く
れ
、
河
や
海
も
凍
結
し
て
し
ま
い
ま
す
。
で
す
が
、
紫
の
帷
幕
は
部
屋
を
密
閉
し
、
翠
の
つ
い
た
て
は
冷
気
を

遮
断
し
て
く
れ
ま
す
。
そ
し
て
�
燭
は
周
囲
を
あ
か
る
く
て
ら
し
、
燈
爐
も
か
さ
な
り
あ
っ
て
暖
気
を
ひ
ろ
げ
て
く
れ
ま
す
。

麗
人
は
衛
の
宣
公
が
つ
く
っ
た
新
台
の
青
楼
を
恥
だ
と
し
、
上
宮
の

[

恋
人
と
密
会
す
る]

部
屋
に
思
い
を
い
た
す
の
で
す
。

[

こ
う
し
た
四
季
の
め
ぐ
り
の
な
か]

す
ん
だ
江
水
は
景
物
を
う
つ
し
て
川
底
を
あ
ら
わ
し
、
煙
は
風
に
の
っ
て
無
限
に
と

ん
で
ゆ
き
ま
す
。
す
る
と
、
霞
が
呉
地
で
あ
ざ
や
か
な
色
を
呈
し
、
雲
が
趙
地
で
碧
色
に
わ
き
だ
し
ま
す
。
ま
た
、
霧
が
楚
地

か
ら
ゆ
ら
ゆ
ら
た
だ
よ
い
だ
し
、
風
が
燕
地
か
ら
ふ
き
よ
せ
蕭
々
と
し
て
き
ま
す
。
す
る
と
、
麗
人
は
鏡
も
み
ず
に
徘
徊
し
た

り
、
瑟
を
ひ
い
て
か
な
し
ん
だ
り
す
る
の
で
す
。
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於
是
雕
台
�
戸
、
当
衢
横
術
。

椒
庭
承
月
、

碧
幌
延
日
。

架
�
柱
之
厳
麗
、

錦
幔
垂
而
杳
寂
、
女
乃

耀
邯
鄲
之
�
歩
、

亘
虹
梁
之
峻
密
。

桂
煙
起
而
清
溢
。

媚
趙
北
之
鳴
瑟
。

若
夫

紅
華
舒
春
、

紺
�
初
軟
、

不
攬
�
帯
、

摘
芳
拾
蕊
、

笑
月
出
於
陳
歌
、

黄
鳥
飛
時
、

�
蘭
始
滋
、

無
倚
桂
旗
。

含
詠
吐
辞
。

感
蔓
草
於
衛
詩
。

故

気
炎
日
永
、

槿
栄
任
露
、

後
欄
丹
�
、

笙
歌
�
右
、

嗟
楚
王
之
心
	
、

離
明
火
中
、

蓮
華
勝
風
。

前
軒
碧
桐
、

琴
舞
池
東
。

怨
漢
女
之
情
空
。

至
乃
西
陸
始
秋
、
白
道
月
弦
、

金
波


戸
、

網
絲
掛
牆
、

玉
露
曖
天
、

彩
螢
繞
�
。

気
已
湿
兮
暁
未
半
、

憶
雑
珮
兮
且
一
念
、

星
雖
流
兮
夜
何
央
。

憐
錦
衾
兮
以
九
傷
。

及

沍
陰
凋
時
、

軒
畳
厚
霜
、

鳥
封
魚
斂
、

冰
泉
凝
節
、

庭
澄
積
雪
、

河
凝
海
結
。

紫
帷
�
匝
、

麝
密
周
彰
、

恥
新
台
之
青
楼
、

翠
屏
環
合
、

燈
爐
重
沓
。

想
上
宮
之
邃
閣
。

若
乃

水


景
而
見
底
、

霞
出
呉
而
綺
章
、

霧
辞
楚
而
容
裔
、
莫
不

輟
鏡
徙
倚
、

煙
尋
風
而
無
極
、

雲
堆
趙
而
碧
色
、

風
去
燕
而
悽
惻
。

攬
瑟
心
息
。
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豪
華
な
居
室
や
春
夏
秋
冬
の
景
色
等
を
え
が
き
、
そ
の
あ
と
で
、
そ
こ
に
た
た
ず
む
麗
人
の
姿
を
叙
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
場
で

の
麗
人
、
清
楚
か
つ
高
雅
な
た
た
ず
ま
い
を
持
し
な
が
ら
、
し
ば
し
ば
心
を
い
た
め
、
か
な
し
ん
で
い
る

(

お
そ
ら
く
は
江
淹
自
身

の
喩
。
後
述)

の
に
注
意
し
よ
う
。
か
く
い
ろ
ん
な
場
面
で
の
麗
人
を
叙
し
た
あ
と
、
江
淹
は
、
そ
の
人
が
ら
や
才
能
に
つ
い
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
か
た
っ
て
ゆ
く
。

さ
て
こ
の
麗
人
の
住
居
、
帳
に
は
藍
田
の
宝
玉
が
ち
り
ば
め
ら
れ
、
座
席
に
は
蒲
陶
の
模
様
が
お
り
こ
ま
れ
、
建
物
に
は
明

月
の
絵
、
室
内
に
は
浮
雲
の
画
が
か
か
っ
て
い
ま
す
。
麗
人
、
春
に
蚕
が
繭
を
つ
く
る
や
、
そ
の
ま
ま
糸
に
つ
む
ぐ
こ
と
が
で

き
ま
す
し
、
秋
に
梭
が
織
機
の
音
を
な
ら
せ
ば
、
さ
っ
と
単
衣
を
お
り
あ
げ
ま
す
。
彼
女
の
象
牙
の
化
粧
箱
と
玉
盤
に
は
、
神

瀝
や
仙
丹
が
お
さ
め
ら
れ
、
雕
柱
や
彩
瑟
に
は
、
菊
花
や
雪
の
模
様
が
か
ざ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
頭
髪
に
は
、
翠
羽
の
釵

や
緑
金
の
飾
り
を
さ
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
麗
人
、
も
の
を
い
え
ば
か
わ
い
ら
し
く
、
そ
の
動
作
も
ま
こ
と
に
典
雅
で
す
。
彼
女
の
光
輝
さ
や
艶
麗
さ
は
、
と
き
に

か
く
れ
、
と
き
に
あ
ら
わ
れ
ま
す
。
気
性
は
温
柔
で
顔
色
は
つ
や
や
か
、
神
気
は
ま
っ
す
ぐ
で
容
姿
は
卓
越
し
て
い
ま
す
。
秦

に
ゆ
き
趙
を
め
ぐ
っ
て
も
、
こ
ん
な
ひ
と
は
み
つ
か
ら
ず
、
楚
を
た
ず
ね
蔡
を
旅
し
て
も
、
こ
ん
な
き
れ
い
な
ひ
と
は
お
り
ま

せ
ぬ
。

さ
ら
に
こ
の
麗
人
、
黒
髪
を
黒
の
ま
ま
に
と
ど
め
、
顔
だ
ち
も
少
女
の
ま
ま
、
ま
た
星
や
龍
に
の
っ
て
御
す
る
こ
と
も
で
き

る
の
で
す
。
そ
し
て
憂
い
や
死
を
わ
す
れ
さ
せ
、
家
や
国
も
安
泰
に
た
も
っ
て
く
れ
ま
す
。
天
下
第
一
の
美
女
で
な
け
れ
ば
、

ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
は
ず
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。

於
是

帳
必
藍
田
之
宝
、

館
図
明
月
、

席
必
蒲
陶
之
文
、

室
画
浮
雲
。
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春
蚕
度
繭
、
綺
地
応
紡
、
秋
梭
鳴
機
、
織
為
�
衣
、

象
奩
瓊
盤
、
神
瀝
仙
丹
、

翠
�
羽
釵
、

雕
柱
彩
瑟
、
九
華
六
出
、

緑
秀
金
枝
、

言
必
入
媚
、

有
光
有
艶
、

気
柔
色
靡
、

経
秦
歴
趙
、
既
無
其
双
。

動
必
応
規
、

如
合
如
離
、

神
凝
骨
奇
。

尋
楚
訪
蔡
、
不
覿
其
容
。

亦
可

駐
髪
還
質
、
�
憂
忘
死
、
保
其
家
邦
。
非
天
下
之
至
麗
、
孰
能
与
於
此
哉
。

驂
星
馭
龍
。

贅
沢
な
調
度
品
が
そ
ろ
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
麗
人
は
な
ま
け
る
こ
と
な
く
、
蚕
を
そ
だ
て
織
機
を
あ
や
つ
っ
て
、
衣
服
を
お
っ

て
い
る
。
そ
し
て

｢

も
の
を
い
え
ば
か
わ
い
ら
し
く
、
そ
の
動
作
も
ま
こ
と
に
典
雅｣

｢

憂
い
や
死
を
わ
す
れ
さ
せ
、
家
や
国
も
安

泰
に
た
も
っ
て
く
れ
ま
す｣

云
々
と
、
麗
人
の
す
ば
ら
し
さ
を
た
た
え
て
い
る
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
こ
の
麗
人
は

｢

黒
髪
を
黒
の

ま
ま
に
と
ど
め
、
顔
だ
ち
も
少
女
の
ま
ま
、
ま
た
星
や
龍
に
の
っ
て
御
す
る
こ
と
も
で
き
る｣

と
い
う
。
す
る
と
、
お
そ
ら
く
仙
女

か
、
あ
る
い
は
そ
の
能
力
を
も
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
巫
史
の

｢

説｣

は
お
わ
っ
た
。
こ
の
賦
の
モ
デ
ル
の

｢

招
魂｣

で
は
、
屈
原
の
魂
を
よ
び
も
ど
そ
う
と
し
て
、
巫
陽
が

[

楚
以
外
の]

醜
悪
さ
と
、
楚
国
の
す
ば
ら
し
さ
と
を
、
対
比
的
に
か
た
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
、
こ
の

｢

麗
色
賦｣

で
は
、
宋

玉
の
憂
い

(

屈
原
が
国
外
追
放
さ
れ
、
そ
の
魂
が
江
南
へ
さ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
憂
い)

を
は
ら
そ
う
と
し
て
、
巫
史
が
う
る

わ
し
き
麗
人
像
を
か
た
っ
た
の
だ
っ
た
。
屈
原
の
魂
よ
び
も
ど
し

(
招
魂)

と
宋
玉
の
消
憂

(

麗
色
賦)

と
で
は
、
か
な
り
趣
旨
が

ち
が
う
よ
う
に
感
じ
る
が
、
お
そ
ら
く
巫
史
は
、
麗
人
の
秀
麗
さ
を
か
た
っ
て
気
分
転
換
さ
せ
、
宋
玉
の
憂
い
を
わ
す
れ
さ
せ
よ
う

と
し
た
の
だ
ろ
う
。
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さ
て
、
つ
ぎ
は
最
後
の
部
分
。
こ
こ
で
江
淹
は
、
賦
を
お
わ
ら
せ
る
に
あ
た
っ
て
、

宋
玉
は
こ
の
巫
史
の
説
を
き
く
や
、
以
前
の
憂
い
を
わ
す
れ
、
魂
も
さ
っ
ぱ
り
と
し
て
元
気
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
巫
史
を
双

珠
で
称
賛
し
、
合
璧
を
あ
た
え
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
巫
史
の
た
め
に
ほ
こ
り
や
チ
リ
を
き
よ
め
、
な
が
く
上
客
と
し
て
あ
つ

か
っ
た
の
だ
っ
た
。

宋
大
夫

耀
影
汰
跡
、

賞
以
双
珠
、
拂
巫
盪
祝
、
永
為
上
客
。

�
魂
灑
魄
、

賜
以
合
璧
、

と
い
う
結
末
を
も
っ
て
き
て
い
る
。
こ
こ
で
、
ひ
さ
し
ぶ
り
に
宋
玉
が
登
場
し
て
く
る
。
彼
は
、
う
る
わ
し
い
麗
人
を
か
た
っ
た
巫

史
の

｢

説｣

に
満
足
し
、｢
以
前
の
憂
い
を
わ
す
れ
、
魂
も
さ
っ
ぱ
り
と
し
て
元
気
に
な
っ
た｣

。
つ
ま
り
巫
史
の

｢

説｣

は
、
宋
玉

の
消
憂
に
効
果
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
宋
玉
は
、
巫
史
に
ほ
う
び
を
あ
た
え
、
一
篇
が
お
わ
っ
た
の
だ
っ
た
。

以
上
、｢

麗
色
賦｣

の
す
べ
て
を
紹
介
し
た
。
こ
の
賦
で
は
、
呉
興
左
遷
の
苦
悩

(

心
を
い
た
め
、
か
な
し
む
麗
人

(

＝
江
淹))

や

『

楚
辞』

の
積
極
的
利
用

(｢

招
魂｣
の
模
擬)

の
特
徴
が
、
具
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
よ
う
に
お
も
う
。
そ
の
意
味

で
、
こ
の
呉
興
期
に
つ
く
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
、
ま
た
こ
の
期
に
し
か
つ
く
れ
な
か
っ
た
作
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
で
は
、
そ
う
し
た

｢

麗
色
賦｣

の
魅
力
は
、
具
体
的
に
ど
の
へ
ん
に
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
す
ぐ
れ
て
い
る
の
か
。
以
下
で
、
私
見
を
の
べ
て
み
よ
う
。

第
一
に
、
賦
中
に
で
て
く
る
麗
人
像
が
、
じ
つ
に
す
ば
ら
し
い
。
ひ
た
す
ら
清
楚
で
高
雅
な
女
性
と
し
て
え
が
か
れ
て
い
る
。
こ

の
麗
人
、｢

顔
色
は
し
ろ
く
他
人
の
目
を
う
ば
い
、
そ
の
容
色
の
輝
き
ぶ
り
は
女
神
の
よ
う｣

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
う
つ
く
し
い
と

い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
内
面
た
る
や
、｢

気
性
は
温
柔
で
顔
色
は
つ
や
や
か
、
神
気
は
ま
っ
す
ぐ
で
容
姿
は
卓
越
し
て｣

い
る
。
さ
ら
に
道
義
心
が
た
か
く
て
、
好
色
を
諷
し
た

｢

月
出｣

詩
を
吟
じ
、
よ
き
出
会
い
を
も
と
め
た

｢

野
有
蔓
草｣

詩
に
感
動

す
る
と
い
う
気
高
さ
も
も
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
の
う
え
、｢

憂
い
や
死
を
わ
す
れ
さ
せ
、
家
や
国
も
安
泰
に
た
も
っ
て
く
れ｣

る
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よ
う
な
、
す
ば
ら
し
い
能
力
も
も
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
す
ば
ら
し
い
女
性
で
あ
り
な
が
ら
、｢

雑
珮
を
さ
さ
げ
し
殿
方
を
想
起
し
て
は
、
ず
っ
と
し
た
い
つ
づ
け
、
ま
た
と
も

に
す
ご
し
た
錦
衾
を
み
て
は
心
を
い
た
め
、
た
い
へ
ん
か
な
し｣

ん
で
い
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
情
に
も
あ
つ
く
て
、
よ
き
殿
方
を

も
と
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
麗
人
を
え
が
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
江
淹
は
、
自
分
も
こ
の
麗
人
と
お
な
じ
情
況
で
あ
り
、

｢

殿
方

(

劉
景
素)

を
想
起
し
て
は
、
ず
っ
と
し
た
い
つ
づ
け｣

て
い
る
の
だ
、
と
さ
り
げ
な
く
う
っ
た
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

第
二
に
、
そ
う
し
た
麗
人
描
写
と
連
動
し
て
、
こ
の
賦
は
、
文
中
に
四
季
の
お
り
お
り
の
叙
景
を
ま
じ
え
て
い
て
、
た
い
へ
ん
文

学
的
な
行
文
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
春
を
え
が
い
て
は
、

春
に
な
る
と
紅
華
が
さ
き
だ
し
、
黄
鳥
が
ま
い
は
じ
め
ま
す
。
紺
�
も
わ
か
わ
か
し
い
芽
を
だ
し
、
赤
蘭
も
さ
き
は
じ
め
ま
し

た
。
こ
の
と
き
麗
人
は
、
杜
杜
�
の
帯
を
手
に
と
ら
ず
、
桂
旗
も
た
て
よ
う
と
も
し
ま
せ
ん
。
た
だ
よ
き
詩
句
を
え
ら
び
、
そ

れ
を
吟
誦
し
て
い
る
の
で
す
。

と
叙
す
る
。
う
る
わ
し
い
春
景
色
の
な
か
で
、
麗
人
は
う
か
れ
る
こ
と
な
く
、
詩
句
を
よ
み
吟
誦
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
春
景
色
と

麗
人
と
が
、
た
が
い
に
映
発
し
あ
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。

ま
た
秋
を
え
が
い
て
は
、

太
陽
が
西
の
星
宿
へ
む
か
っ
て
秋
と
な
り
、
弦
月
が
夜
空
の
軌
道
に
う
か
ぶ
こ
ろ
、
月
光
は
門
戸
を
て
ら
し
、
玉
露
が
空
を
お

お
う
ほ
ど
お
り
て
き
ま
す
。
蜘
蛛
の
糸
が
牆
壁
に
か
か
り
、
螢
が
梁
の
あ
い
だ
を
め
ぐ
っ
て
い
ま
す
。

と
あ
る
。
こ
こ
は[

下
句
も
あ
わ
せ
よ
む
と]

怨
情
も
存
し
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
の
た
め
か
、
秋
の
叙
景
と
艶
情
と
が
あ
い
ま
っ
て
、

詩
的
な
雰
囲
気
を
か
も
し
だ
し
て
い
る
。

第
三
に
、
江
淹
の
露
骨
な
自
己
主
張
が
お
さ
え
ら
れ
、
婉
曲
か
つ
謙
虚
な
姿
勢
で
終
始
し
て
い
る
。
こ
の
賦
は
、｢

倡
婦
自
悲
賦｣
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と
お
な
じ
く
、
孤
独
に
し
ず
む
麗
人
の
嘆
き
を
叙
し
つ
つ
、
懐
才
不
遇

(

才
が
あ
る
の
に
地
位
に
め
ぐ
ま
れ
な
い)

の
情
を
う
っ
た

え
た
も
の
だ
ろ
う
。
そ
う
で
は
あ
る
が
、
激
し
た
口
調
の

｢

去
故
郷
賦｣

や
、
思
い
い
れ
た
っ
ぷ
り
の

｢

倡
婦
自
悲
賦｣

と
く
ら
べ

る
と
、
う
っ
た
え
の
し
か
た
は
、
た
い
へ
ん
婉
曲
で
、
お
ち
つ
い
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
時
期
特
有
の
叙
し
か
た
と
し
て
、
広
義
の

『

楚
辞』

か
ら
の
語
彙
を
多
用
す
る
こ
と
が
あ
っ
た

(

前
出)

。
も
ち
ろ
ん
こ
の

｢

麗
色
賦｣
で
も
利
用
し
て
い
る
の
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
悲
痛
さ
を
前
面
に
お
し
だ
し
て
は
い
な
い
。｢

つ
ら
い｣

｢

か
な
し

い｣

と
声
だ
か
に
う
っ
た
え
る
こ
と
な
く
、
清
楚
で
高
雅
な
麗
人
を
淡
々
と
え
が
き
つ
つ
、
婉
曲
か
つ
お
ち
つ
い
た
物
言
い
に
終
始

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
屈
原
ふ
う
の
陽
剛
さ
で
な
く
、
陰
柔
の
美
を
有
し
て
い
る
、
と
い
え
よ
う
か
。

以
上
、
私
見
に
よ
り
つ
つ
、｢
麗
色
賦｣

の
魅
力
を
か
た
っ
て
み
た
。
こ
の
賦
は
、『

楚
辞』

招
魂
の
形
式
を
か
り
つ
つ
、
淡
々
と

し
た
叙
述
の
な
か
で
、
お
の
が
懐
才
不
遇
の
情
を
示
唆
し
た
も
の
で
あ
る

(

６)

。
さ
ら
に
表
面
で
は
、
清
楚
で
高
雅
な
女
性
像
を
え
が
き

な
が
ら
も
、
そ
の
背
景
と
し
て
四
季
お
り
お
り
の
詩
的
な
叙
景
も
配
し
て
お
り
、
じ
つ
に
内
容
豊
富
な
作
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
な
か

で
も
、
賦
中
の
冷
静
に
し
て
婉
曲
な
う
っ
た
え
は
、
こ
の
時
期
の
江
淹
文
学
に
み
い
だ
し
に
く
い
特
徴
で
あ
り
、
私
に
は
た
い
へ
ん

こ
の
ま
し
く
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

六

託
物
言
志

さ
て
、『

楚
辞』

を
利
用
し
た
諸
作
を
み
て
き
た
が
、
こ
の
呉
興
期
の
作
に
は
ま
た
、『

楚
辞』

の
利
用
で
は
な
く
、
べ
つ
の
手
法

を
と
っ
て
懐
才
不
遇
の
情
を
う
っ
た
え
た
賦
も
な
い
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
詠
物
賦
ふ
う
の
体
裁
を
と
り
、
あ
る
事
物
を
叙
し
て
ゆ

き
な
が
ら
、
そ
こ
に
お
の
が
心
情
を
寓
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
叙
し
か
た
を
、
中
国
の
文
芸
批
評
で
は
、
託
物
言
志

(

物
に
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託
し
て
志
を
言
う)

と
称
す
る
よ
う
だ
。
そ
う
し
た
託
物
言
志
の
諸
作
も
、
江
淹
の
才
腕
が
よ
く
発
揮
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
っ
て
よ

い
。
こ
の
章
で
は
、
そ
う
し
た
賦
を
み
て
ゆ
こ
う
。

託
物
言
志
の
賦
の
典
型
と
し
て
、｢

青
苔
賦｣

が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
賦
、
標
題
か
ら
し
て
詠
物
ふ
う
だ
が
、
序
で
も
、

私
は
、
山
中
の
岩
石
を
け
ず
っ
て
岩
屋
を
住
ま
い
に
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
青あ

お

苔ご
け

が
生
じ
て
き
た
。
そ
の
苔
に
、
ふ
と
心
が
う

ご
い
た
の
で
、
こ
の
青
苔
の
賦
を
つ
く
っ
て
み
た
。

余
鑿
山
楹
為
室
、
有
青
苔
焉
。
意
之
所
之
、
故
為
是
作
雲
。

と
か
た
っ
て
い
る
。
序
で
こ
う
い
う
か
ら
に
は
、
明
確
に
青
苔
を
賦
し
た
詠
物
賦
だ
と
し
て
よ
か
ろ
う

(

７)

。
こ
こ
で
江
淹
は
、
ふ
と
心

が
う
ご
い
た
、
す
な
わ
ち

｢
意
の
之ゆ

く
所
あ
れ
ば｣

と
の
べ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な

｢

意｣

が
、
ど
の
よ
う
に
う
ご
い
て
、
こ
の

｢

青
苔
賦｣

を
つ
く
っ
た
の
か
、
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
注
意
し
な
が
ら
よ
ん
で
ゆ
こ
う

(

８)

。

あ
あ
、
青
苔
の
し
な
や
か
な
こ
と
よ
。
他
の
ど
ん
な
植
物
に
も
比
擬
で
き
ぬ
ほ
ど
だ
。
か
な
ら
ず
閑
寂
な
と
こ
ろ
に
生
じ
、

思
案
に
く
れ
悲
哀
に
し
ず
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
。

だ
か
ら
、
こ
の
青
苔
は
い
つ
も

[

人ひ
と

気け

の
な
い]

岩
の
う
え
に
は
え
て
い
る
。
松
や
檜
が
こ
も
ご
も
陰
を
つ
く
り
、
泉
の
水

が
そ
そ
ぐ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
う
つ
む
く
と
谷
の
水
が
な
が
れ
、
あ
お
ぐ
と
崖
が
く
ず
れ
そ
う
。
か
く
高
低
に
は
さ
ま
れ
、
水
ば

か
り
な
が
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
青
苔
は
や
む
な
く
曲
折
し
な
が
ら
上
方
に
す
す
み
、
ま
た
青
色
あ
ざ
や
か
に
下
方
に
も
ひ
ろ

が
っ
て
い
る
。
こ
の
青
苔
、
隠
者
ら
は
そ
の
堅
実
さ
を
た
た
え
、
道
士
た
ち
も
そ
の
幽
趣
を
よ
ろ
こ
ぶ
。
彼
ら
は
松
脂
を
服
食

し
て
登
仙
す
る
を
お
も
い
、
煉
丹
の
書
を
奉
じ
て
神
仙
を
し
た
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

水
に
つ
か
っ
た
青
苔
は
、
湖
沼
の
水
に
鏡
の
よ
う
に
映
じ
て
つ
ら
な
り
、
池
辺
の
林
に
錦
の
よ
う
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
。
春

の
水
辺
は
あ
で
や
か
で
、
鳥
の
鳴
き
声
も
う
る
わ
し
い
。
郊
外
の
草
木
は
青
々
と
し
て
陽
光
が
か
が
や
き
、
路
は
千
里
を
つ
ら
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ぬ
い
て
緑
草
が
し
げ
る
。
そ
う
し
た
な
か
、
青
苔
は
水
か
ら
で
て
ゆ
ら
ゆ
ら
と
し
、
ま
た
波
の
合
間
で
浮
沈
を
く
り
か
え
す
。

そ
の
姿
は
青
色
の
枝
の
よ
う
に
ま
っ
さ
お
で
、
黄
色
の
花
の
よ
う
に
黄
金
を
ち
り
ば
め
て
い
る
。
こ
の
青
苔
を
み
ん
と
し
て
、

梁
孝
王
の
も
と
に
参
じ
た
客
人
は
、
馬
が
つ
か
れ
て
も
た
ち
さ
ら
ず
、
兎
園
の
桑
つ
み
娘
も
、
蚕
が
腹
を
す
か
せ
て
も
、
か
え

ろ
う
と
し
な
い
ほ
ど
だ
。

高
楼
に
は
廊
下
が
め
ぐ
り
、
閨
室
に
は
庁
堂
が
つ
づ
く
。
そ
の
閨
室
で
は
、
萌
黄
色
の
布
地
が
つ
く
ら
れ
、
ま
た
琴
瑟
の
音

が
ひ
び
い
て
い
る
。
戸
や
窓
が
と
じ
ら
れ
奥
は
み
え
ぬ
が
、
足
音
や
衣
擦
れ
の
音
が
ひ
び
き
人
声
も
き
こ
え
る
。
青
苔
は
、
階

段
に
生
じ
て
あ
た
り
を
あ
お
く
そ
め
、
壁
に
は
え
て
牆か

き

に
青あ
お

染し

み
を
つ
け
る
。
春
の
鳥
が
か
な
し
げ
な
鳴
き
声
を
た
て
る
と
、

蘭
の
茎
は
紫
色
に
か
わ
り
、
秋
の
虫
が
な
き
だ
す
と
、
�
の
実
は
き
い
ろ
く
な
る
。
昼
は
昼
と
て
、
な
か
な
か
日
が
没
せ
ず
、

夜
は
夜
と
て
、
い
つ
ま
で
も
あ
か
る
く
な
ら
ぬ
。
露
が
お
り
て
梧
楸
の
木
が
ぬ
れ
る
や
、
美
人
が
ひ
と
り
で
涙
を
な
が
し
、
な

に
ご
と
か
か
な
し
ん
で
い
る
。

十
仞
も
の
城
壁
も
く
ず
れ
て
堀
と
な
り
、
万
年
を
へ
た
山
も
頂
き
か
ら
く
ず
れ
る
も
の
。
た
と
え
ば
、
雄
志
が
卓
越
し
た
も

の
や
、
意
気
軒
昂
た
る
も
の
が
そ
ろ
い
、
錦
を
着
た
貴
人
が
地
に
み
ち
、
馬
の
鞍
の
輝
き
も
天
に
と
ど
く
。
さ
ら
に
恋
す
る
若

者
や
江
南
の
蓮
つ
み
娘
が
お
り
、
鄭
生
ま
れ
の
伊
達
男
や
燕
出
身
の
美
姫
が
た
く
さ
ん
い
た

と
し
よ
う
。
だ
が
彼
ら
と

て
、
あ
る
日
と
つ
ぜ
ん

[

城
壁
や
山
が
く
ず
れ
る
よ
う
に]

そ
の
艶
容
を
う
し
な
い
、
黄
泉
に
う
め
ら
れ
て
し
ま
う
や
も
し
れ

ぬ
。
さ
み
し
い
が
、
こ
れ
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
こ
と
で
、
や
が
て
苔
や
蜘
蛛
の
巣
が

[

墓
地
に]

は
び
こ
っ
て
く
る
だ
け
。

か
く
�び

蕪ぶ

の
香
草

[

の
ご
と
き
人
び
と]

が
跡
形
も
な
く
き
え
ゆ
く
の
を
み
る
と
、
恨
み
の
永
遠
に
つ
き
ぬ
こ
と
が
い
た
ま
し

い
。こ

う
い
う
わ
け
な
の
で
、
人
び
と
の
い
る
と
こ
ろ
、
か
な
ら
ず
感
慨
が
お
お
く
、
感
慨
が
お
お
い
と
こ
ろ
、
か
な
ら
ず
悲
し
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み
も
ふ
か
く
な
る
。
悲
し
み
が
ふ
か
け
れ
ば
、
情
緒
も
は
げ
し
く
な
る
し
、
感
慨
が
お
お
い
と
無
念
の
情
も
お
こ
り
や
す
い
。

す
る
と
、
魂
魄
が
ち
ぎ
れ
る
が
ご
と
く
、
気
分
も
お
ち
つ
か
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

あ
の
木
蘭
と
豫
章
の
樹
は
、
有
用
な
の
で
工
匠
に
き
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
薜
�
と
�
蕪
の
草
の
ほ
う
は
、
よ
き
香
り
の

た
め
称
賛
の
的
と
な
っ
て
い
る
。
か
く
み
て
く
る
と
、
青
苔
の
徹
底
し
た
無
用
ぶ
り
は
す
ご
い
も
の
だ
。
私
は
、
こ
の
青
苔
を

み
て
い
る
と
、
ど
ん
な
生
き
か
た
が
よ
い
の
か
、
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
。

嗟
青
苔
之
依
依
兮
、
無
色
類
而
可
方
。
必
居
間
而
就
寂
、
似
幽
意
之
深
傷
。

故
其
処
石
、
則

松
�
交
陰
、

横
澗
俯
視
、
悲
凹
険
兮
、
唯
流
水
而
馳
�
。

泉
雨
長
注
、

崩
壁
仰
顧
。

遂
能

崎
屈
上
生
、

異
人
貴
其
貞
精
、

咀
松
屑
以
高
想
、

班
駁
下
布
。

道
士
�
其
迥
趣
。

奉
丹
経
而
永
慕
。

若
其
在
水
、
則

鏡
帯
湖
沼
、

春
塘
秀
色
、

青
郊
未
謝
兮
白
日
照
、

錦
匝
池
林
。

陽
鳥
好
音
。

路
貫
千
里
兮
緑
草
深
。

乃
生
水
而
搖
盪
、

仮
青
條
兮
総
翠
、

游
梁
之
客
、
徒
馬
疲
而
不
能
去
、

遂
出
波
而
沈
淫
、

借
黄
花
兮
舒
金
。

兔
園
之
女
、
雖
蚕
飢
而
不
自
禁
。

至
於

修
台
広
廡
、

流
黄
以
織
、

戸
�
秘
兮
不
可
見
、
乃

蕪
階
翠
地
、

幽
閣
閑
楹
、

琴
瑟
且
鳴
。

履
袂
動
兮
覚
人
声
。

繞
壁
点
牆
。

春
禽
悲
兮
蘭
茎
紫
、

晝
遙
遙
而
不
暮
、
零
露
下
兮
在
梧
楸
、
有
美
一
人
兮
欷
以
傷
。

秋
蟲
金
兮
�
実
黄
。

夜
永
永
以
空
長
。
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若
乃

崩
隍
十
仞
、
当
其

志
力
雄
俊
、

錦
衣
被
地
、

淇
上
相
送
、

妖
童
出
鄭
、

毀
塚
万
年
、

才
図
驕
堅
、

鞍
馬
耀
天
、

江
南
採
蓮
、

美
女
生
燕
、

而
頓
死
艶
気
於
一
旦
、
埋
玉
�
於
窮
泉
。

寂
兮
如
何
、
苔
積
網
羅
。
視
青
�
之
杳
杳
、
痛
百
代
兮
恨
多
。

故
其

所
詣
必
感
、

哀
以
情
起
、

魂
慮
断
絶
、

所
感
必
哀
、

感
以
怨
来
、

情
念
徘
徊
者
也
。

彼
木
蘭
与
豫
章
、
既
中
繩
而
獲
夭
、
至
哉
青
苔
之
無
用
、
吾
孰
知
其
多
少
。

及
薜
�
与
�
蕪
、
又
懐
芬
而
見
表
。

こ
の
賦
で
ま
ず
注
目
し
た
い
こ
と
は
、
江
淹
は
こ
の
青
苔
な
る
植
物
を
、
ひ
ど
く
さ
み
し
い
も
の
と
し
て
叙
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
ま
ず
賦
の
冒
頭
で
、
江
淹
は
、

あ
あ
、
青
苔
の
し
な
や
か
な
こ
と
よ
。
他
の
ど
ん
な
植
物
に
も
比
擬
で
き
ぬ
ほ
ど
だ
。
か
な
ら
ず
閑
寂
な
と
こ
ろ
に
生
じ
、
思

案
に
く
れ
悲
哀
に
し
ず
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
。

と
い
う
。
青
苔
は
苔
の
一
種
な
の
で
、
た
し
か
に
、
う
す
ぐ
ら
い
場
所
に
ひ
っ
そ
り
と
生
じ
る
。
た
だ
そ
れ
を

｢

思
案
に
く
れ
悲
哀

に
し
ず
ん
で
い
る
か
の
よ
う｣

と
擬
人
ふ
う
に
叙
す
る
の
は
、
な
ん
ら
か
の
意
図
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
江
淹
は
た
ぶ
ん
、
う
す

ぐ
ら
い
場
所
に
ひ
っ
そ
り
は
え
る
青
苔
を
、
呉
興
に
左
遷
さ
れ
た
自
分
の
よ
う
だ
と
お
も
っ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
青
苔
の

あ
り
か
た
を
叙
し
な
が
ら
、
自
分
の
思
い
を
寓
し
よ
う
と
し
た
の
だ
と
お
も
わ
れ
る
。

以
下
で
は
、
と
き
に
江
淹
、
と
き
に
青
苔
の
視
点
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
の
も
の
を
さ
ま
ざ
ま
な
ふ
う
に
叙
し
て
ゆ
く
。

ま
ず
青
苔
は
、
岩
の
う
え
や
水
辺
に
生
じ
て
い
る
と
い
う
。
色
あ
ざ
や
か
で
、
幽
趣
ゆ
た
か
な
風
情
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、｢

こ
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の
青
苔
を
み
ん
と
し
て
、
梁
孝
王
の
も
と
に
参
じ
た
客
人
は
、
馬
が
つ
か
れ
て
も
た
ち
さ
ら
ず
、
兎
園
の
桑
つ
み
娘
も
、
蚕
が
腹
を

す
か
せ
て
も
、
か
え
ろ
う
と
し
な
い｣

。
こ
れ
は
、
都
邑
か
ら
左
遷
さ
れ
て
き
た
江
淹
が
、
呉
興
の
人
び
と
か
ら
、
珍
奇
な
も
の
と

し
て
注
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

い
っ
ぽ
う
、
貴
人
や
若
者
た
ち
の
ほ
う
。
彼
ら
は
雄
志
を
い
だ
き
、
意
気
軒
昂
だ
っ
た
が
、｢

あ
る
日
と
つ
ぜ
ん
そ
の
艶
容
を
う

し
な
い
、
黄
泉
に
う
め
ら
れ
て
し
ま
う
や
も
し
れ
ぬ｣

。
だ
が
、｢

こ
れ
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
こ
と
で
、
や
が
て
苔
や
蜘
蛛
の
巣
が

[

墓
地
に]

は
び
こ
っ
て
く
る
だ
け｣

。
か
く
し
て
江
淹
は
、｢

恨
み
の
永
遠
に
つ
き
ぬ
こ
と
が
い
た
ま
し
い｣

と
か
た
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
発
言
は
、
彼
の
代
表
作
、｢

恨
賦｣

や

｢

別
賦｣

の
一
節
を
想
起
さ
せ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

か
く
悲
観
的
な
こ
と
ば
を
か
た
っ
た
あ
と
、
末
尾
で
は
、
ひ
と
の
生
き
か
た
に
つ
い
て
思
考
を
ふ
か
め
て
ゆ
く
。
江
淹
は
、
喬
木

ゆ
え
工
匠
に
き
ら
れ
て
し
ま
う
生
き
か
た

(『

荘
子』

逍
遙
遊
に
よ
る)

と
、
香
草
ゆ
え
人
び
と
か
ら
た
た
え
ら
れ
る
生
き
か
た
と

を
、
対
比
的
に
あ
げ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
あ
と
、
第
三
の
生
き
か
た
と
し
て
、｢

青
苔
の
徹
底
し
た
無
用
ぶ
り
は
す
ご
い
も
の
だ
。

私
は
、
こ
の
青
苔
を
み
て
い
る
と
、
ど
ん
な
生
き
か
た
が
よ
い
の
か
、
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ｣

と
か
た
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
江
淹
、
ど
ん
な
生
き
か
た
が
よ
い
の
か
、
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
と
い
う
だ
け
で
、
ど
れ
が
よ
い
と
は
断
じ
て
い
な
い
。

た
だ
、
じ
っ
さ
い
の
彼
は
、
い
や
も
お
う
も
な
く
青
苔
ふ
う
生
き
か
た
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
お
り
、
呉
興
の
地
で
無
用
の
も
の
と
し

て
存
在
し
て
い
る
だ
け
だ
。
そ
う
し
た
生
き
か
た
を
、｢
そ
れ
で
い
い
の
だ｣

と
達
観
し
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
ど
ん
な
生
き
か
た

が
よ
い
の
か
と
、
ま
よ
っ
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
が
当
時
の
江
淹
の
、
正
直
な
思
い
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
と
き
の
江
淹
は
、
辺
地
に
と
ば
さ
れ
た
こ
っ
ぱ
役
人
に
す
ぎ
な
い
。
青
苔
の
ご
と
く
、
う
す
ぐ
ら
い
場
所
に
ひ
っ
そ
り
と
生

じ
、｢

思
案
に
く
れ
悲
哀
に
し
ず
ん
で
い
る｣

、
そ
れ
が
彼
の
に
が
い
自
己
認
識
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
の

｢

青
苔
賦｣

は
、
ひ
っ
そ
り
い
き
る
青
苔
の
生
態
に
託
し
つ
つ
、
懐
才
不
遇
の
情
を
か
み
し
め
る
自
己
の
あ
り
よ
う
を
、
た
く
み
に
寓
し
た
も
の
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と
評
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

同
時
期
の
、
そ
し
て
同
種
の
作
と
し
て
、
も
う
一
篇

｢

石
劫
賦｣

も
あ
げ
て
み
よ
う
。
序
文
に
よ
る
と
、
標
題
の

｢

石せ
き

劫ご
う｣

と
は

貝
類
で
、
は
ま
ぐ
り
の
仲
間
だ
と
い
う
。
江
淹
は
そ
の
海
中
に
す
む
石
劫
を
と
り
あ
げ
て
、
こ
の
賦
を
つ
く
っ
た
の
で
あ
る
。
序
文

も
あ
わ
せ
、
訳
文
を
し
め
し
て
み
よ
う

(

９)

。

[

序
文]
海
沿
い
に
す
む
人
び
と
に
は
、
石
劫
を
た
べ
る
者
が
い
る
。
こ
の
石
劫
な
る
も
の
は
、
一
名
を
紫
�
と
も
い
い
、

蚌
蛤
の
仲
間
で
あ
る
。
こ
の
生
き
物
は
、[

貝
な
の
に]

春
に
な
る
と
花
を
さ
か
せ
る
な
ど
、
ふ
し
ぎ
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
私

は
た
わ
む
れ
に
、
こ
の
石
劫
を
題
材
に
し
て
短
賦
を
つ
く
っ
て
み
た
。

[

本
文]

私
は
海
神
の
臣
下
で
、
海
の
な
か
で
は
そ
れ
な
り
の
地
位
に
お
り
ま
す
。
天
地
の
炉
の
な
か
で
物
と
し
て
鋳
造
さ

れ
、
化
育
さ
れ
て
石
劫
と
な
り
ま
し
た
。
私
は
、
豹
の
よ
う
に
山
林
に
か
く
れ
ひ
そ
ん
で
、
と
ら
わ
れ
る
心
配
が
な
く
、
蚌
蛤

の
な
か
の
珠
の
よ
う
に
、
や
す
ら
か
に
日
々
を
す
ご
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
湖
の
波
濤
が
私
の
形
跡
を
か
く
し
、
洲
の
渚
が
私

の
す
が
た
を
水
中
に
没
し
て
く
れ
る
よ
う
ね
が
っ
て
お
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
私
が
う
ご
き
ま
わ
る
場
所
は
、
左
方
は
委
羽
、
右
方
は
窮
髮
と
い
っ
た
辺
地
ば
か
り
で
す
。
太
陽
が
東
か
ら
の

ぼ
っ
て
く
る
と
、
日
が
さ
す
の
を
水
中
で
み
つ
め
、
夕
方
に
山
岳
が
暗
闇
の
な
か
に
没
す
る
と
、
波
の
あ
い
だ
か
ら
顔
を
だ
し

ま
す
。
お
の
が
輝
き
を
か
く
し
、
わ
か
ら
ぬ
よ
う
に
し
、
知
恵
も
暗
黒
に
ひ
そ
ま
せ
、
は
た
ら
か
せ
な
い
の
で
す
。
我
な
が
ら

な
ん
と
薄
幸
に
し
て
、
は
か
な
い
運
命
な
の
で
し
ょ
う
か
。

あ
あ
、
ど
う
か
こ
の
私
を
、
辺
鄙
な
海
沿
い
に
す
む
連
中
か
ら
す
く
い
だ
し
、
公
子
の
賓
客
に
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
に
。

も
し
公
子
の
玉
盤
の
う
え
に
の

[

っ
て
ご
賞
味
さ]

れ
る
の
で
し
た
ら
、
こ
の
私
、
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
な
ど
、
ま
っ
た

く
苦
に
は
お
も
い
ま
せ
ん
。
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海
人
有
食
石
劫
、
一
名
紫
�
、
蚌
蛤
類
也
。
春
而
発
華
、
有
足
異
者
。
戯
書
為
短
賦
。

我
海
若
之
小
臣
、
具
品
色
於
滄
溟
。

既
爐
天
而
鑄
物
、

比
文
豹
而
無
恤
、

冀
湖
濤
之
蔽
跡
、

亦
翕
化
而
染
霊
。

方
蚌
蛤
而
自
寧
。

願
洲
渚
以
淪
形
。

故
其
所
巡
、

左
委
羽
、

日
照
水
而
東
升
、

光
避
伏
而
不
耀
、
何
弱
命
之
不
禁
、
遂
永
至
於
夭
閼
。

右
窮
髮
。

山
出
波
而
隠
沒
。

智
埋
冥
而
難
発
。

已
矣
哉
、
請

去
海
人
之
仄
陋
、
儻
委
身
於
玉
盤
、
従
風
雨
其
何
惜
。

充
公
子
之
嘉
客
。

序
文
で

｢

戯
れ
て
書
し
て
短
賦
を
為
る｣

と
い
う
よ
う
に
、
擬
人
法
を
つ
か
っ
た
、
や
や
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
作
で
あ
る
。
擬
人
化
さ

れ
た
石
劫
、
ま
ず
本
文
の
冒
頭
で
自
己
紹
介
を
し
て
い
る
。
自
分
は
海
神
の
臣
下
で
、
海
の
な
か
で
は
そ
れ
な
り
の
地
位
に
い
る
の

だ
、
と
自
慢
し
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
づ
く

｢

天
地
の
炉
の
な
か
で
物
と
し
て
鋳
造
さ
れ
、
化
育
さ
れ
て
石
劫
と
な
り
ま
し
た｣

の
言

い
か
た
は
、
あ
え
て
大
仰
な
言
い
か
た
を
し
て
、
諧
謔
味
を
だ
そ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
こ
の
石
劫
、
じ
つ
は
、
た
い
へ
ん
な
さ
け
な
い
日
々
を
す
ご
し
て
い
る
。
貝
の
仲
間
な
の
で
、
湖
や
中
洲
の
な
か
に
か

く
れ
ひ
そ
み
、｢

太
陽
が
東
か
ら
の
ぼ
っ
て
く
る
と
、
日
が
さ
す
の
を
水
中
で
み
つ
め
、
夕
方
に
山
岳
が
暗
闇
の
な
か
に
没
す
る
と
、

波
の
あ
い
だ
か
ら
顔
を
だ｣

す
だ
け
。
そ
し
て

｢

お
の
が
輝
き
を
か
く
し
、
わ
か
ら
ぬ
よ
う
に
し
、
知
恵
も
暗
黒
に
ひ
そ
ま
せ
、
は

た
ら
か
せ
な
い｣

の
だ
と
い
う
。
石
劫
は
こ
う
し
た
自
分
の
生
き
か
た
を
、｢

我
な
が
ら
な
ん
と
薄
幸
に
し
て
、
は
か
な
い
運
命
な

の
で
し
ょ
う
か｣

と
な
げ
く
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
末
尾
で
は
、
あ
わ
れ
な
石
劫
の
願
い
を
叙
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、｢

辺
鄙
な
海
沿
い
に
す
む
連
中
か
ら
す
く
い
だ
し
、

公
子
の
賓
客
に
し
て｣

も
ら
う
こ
と
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
石
劫
に

｢

公
子
の
玉
盤
の
う
え
に
の

[

っ
て
ご
賞
味
さ]

れ
る
の
で
し
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た
ら
、
こ
の
私
、
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
な
ど
、
ま
っ
た
く
苦
に
は
お
も
い
ま
せ
ん｣

と
い
わ
せ
て
、
一
篇
を
む
す
ん
で
い
る
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
こ
の
賦
、
表
面
は
ユ
ー
モ
ラ
ス
だ
が
、
裏
で
は
石
劫
の
生
き
か
た
を
あ
わ
れ
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
例
に
よ
っ
て
、
こ

の
石
劫
も
、｢

青
苔
賦｣

の
青
苔
と
ど
う
よ
う
江
淹
自
身
を
暗
示
し
た
も
の
で
あ
り
、｢

石
劫
＝

[

呉
興
に
左
遷
さ
れ
た]

あ
わ
れ
な

自
分｣

と
み
な
し
て
よ
い
。
そ
の
意
味
で
こ
の
両
篇
、
と
も
に
懐
才
不
遇
の
情
を
寓
し
た
、
託
物
言
志
の
賦
だ
と
解
し
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。

七

四
時
へ
の
託
物

以
上
、
託
物
言
志
の
賦
と
し
て
、｢
青
苔
賦｣

と

｢

石
劫
賦｣

の
二
篇
を
み
て
き
た
。
さ
き
に
み
た

｢

倡
婦
自
悲
賦｣

や

｢

麗
色

賦｣

は
主
人
公
が
ひ
と
だ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
賦
で
は
、
ひ
と
以
外
の
青
苔
や
石
劫
な
の
で
、
そ
の
寓
意
も
、
よ
け
い
に
遠
ま
わ
し

で
婉
曲
な
も
の
に
な
り
や
す
い
。
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
、
こ
の
種
の
託
物
言
志
の
賦
は
、
直
截
に
お
の
が
志
望
を
表
明
し
に
く
い
寒
門

文
人
に
は
、
都
合
の
よ
い
も
の
だ
っ
た
よ
う
だ
。
た
と
え
ば
、
江
淹
と
お
な
じ
寒
門
の
出
身
だ
っ
た
鮑
照
も
、
こ
う
し
た
詠
物
ふ
う

の
賦
を
得
意
に
し
て
い
た
。
彼
の

｢

園
葵
賦｣

や

｢

野
鵞
賦｣

な
ど
は
、
い
ま
み
た

｢

青
苔
賦｣

｢

石
劫
賦｣

と
同
種
の
託
物
言
志

ふ
う
の
作
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
う
し
た
託
物
言
志
を
お
こ
な
っ
た
江
淹
の
賦
と
し
て
、
も
う
一
篇
、
い
さ
さ
か
趣

お
も
む
きが
こ
と
な
る
も
の
も
紹
介
し
て
み
よ

う
。
そ
れ
は

｢

四
時
賦｣

と
題
さ
れ
た
賦
で
あ
る
。

こ
こ
で
い
う
四
時
と
は
、
四
季
の
こ
と
。
し
た
が
っ
て

｢

四
時
賦｣

は
、
四
季
の
め
ぐ
り
を
叙
し
た
賦
と
い
う
こ
と
に
な
る

(

�)

。
そ
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う
し
た
も
の
を
、
詠
物
の
賦
と
み
な
し
て
よ
い
か
は
、
疑
問
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
賦
は
当
時
の
江
淹
の
心
情
を
よ

く
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
り
、
紹
介
し
な
い
で
お
く
の
は
も
っ
た
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
と
り
あ
え
ず
四
季
も
物
だ
と
み
な
し
、
こ

こ
で
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
よ
う

(

�)

。

北
方
か
ら
の
旅
人
で
あ
る
私
は
、
い
つ
も
す
す
り
な
き
、
深
山
の
岩
屋
で
さ
び
し
い
日
々
を
す
ご
し
て
い
る
。[

妻
の
お
ら

ぬ]
寝
台
で
ぐ
ず
ぐ
ず
し
、
陋
屋
で
く
す
ぶ
っ
て
ば
か
り
い
る
と
、
蜘
蛛
の
糸
が
門
戸
を
お
お
い
、
青
苔
が
梁
に
は
え
て
く
る

し
ま
つ
。
春
の
花
が
あ
で
や
か
で
も
心
は
う
つ
ろ
、
秋
の
陽
ざ
し
が
さ
し
て
も
む
な
し
い
だ
け
。
飛
鳥
を
み
て
も
わ
が
魂
は
元

気
が
で
て
こ
ず
、
浮
雲
を
み
て
も
わ
が
思
い
は
ふ
か
ま
る
ば
か
り
。
時
節
が
か
わ
る
と
感
慨
が
お
お
く
な
り
、
四
季
が
め
ぐ
る

と
心
が
い
た
ん
で
く
る
。

春
、
朝
日
が
あ
が
り
温
暖
に
な
る
と
、
�
草
も
繁
茂
し

[

か
り
と
っ
て]

織
れ
る
ほ
ど
に
な
り
、
庭
の
桃
の
花
も
あ
か
づ
い

て
、
川
の
あ
お
い
流
れ
も
あ
ざ
や
か
に
な
っ
て
き
た
。
す
る
と
私
は
、
旧
都

(

建
康)

を
お
も
っ
て
心
が
ち
ぎ
れ
そ
う
に
な
る

し
、
友
を
想
起
し
て
た
ま
ら
な
い
気
分
に
な
っ
て
く
る
。

夏
、
炎
の
ご
と
き
雲
が
峰
か
ら
わ
き
だ
し
、
芳
樹
は
ま
だ
ま
だ
元
気
な
ま
ま
。
沢
蘭
が
坂
に
は
え
、
朱
荷
は
池
か
ら
顔
を
だ

す
。
す
る
と
京
師
の
き
れ
い
だ
っ
た
樹
木
を
お
も
い
だ
し
、
建
康
の
�
の
枝
を
想
起
し
て
し
ま
う
。

秋
、
涼
風
が
ふ
き
だ
す
と
、
白
露
が
ま
る
い
玉
を
む
す
ぶ
。
明
月
が
川
波
の
う
え
に
の
ぼ
り
、
螢
火
が
寒
さ
を
む
か
え
ん
と

す
る
な
か
、
庭
中
の
梧
桐

(

息
子)

の
樹
を
な
が
め
た
り
、
ま
た
織
機
の
う
え
の
細
絹

(

妻)

に
思
い
を
は
せ
た
り
す
る
。

冬
、
北
地
で
は
く
も
り
が
ち
で
、
夜
も
な
か
な
か
あ
け
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。[

こ
こ
呉
興
の
地
で
は]

平
原
は
ず
っ
と
海
ま

で
せ
ま
り
、
千
里
の
か
な
た
ま
で
渡
り
鳥
が
と
ん
で
ゆ
く
。
す
る
と
、
帝
城
の
道
路
を
夢
に
み
た
り
、
建
康
の
楼
台
や
湖
沼
を

お
も
い
だ
し
た
り
せ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
。
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そ
う
い
う
わ
け
で
私
は

[

四
季
の
お
り
ふ
し]

、
琴
を
つ
ま
び
く
と
い
ろ
ん
な
感
情
が
お
し
よ
せ
、
そ
の
響
き
に
つ
い
涙
を

も
よ
お
し
て
し
ま
う
。
夜
が
ふ
け
る
に
し
た
が
っ
て
気
分
は
お
ち
こ
ん
で
き
、
日
が
移
動
す
る
ご
と
に
身
体
も
よ
わ
ま
っ
て
く

る
。
そ
も
そ
も
、
秦
人
は
秦
の
歌
を
う
た
い
、
楚
語
を
は
な
す
ひ
と
は
楚
の
楽
を
奏
す
る
も
の
。
彼
ら
は
、
自
国
の
歌
を
き
い

て
は
涙
を
こ
ぼ
し
、
自
国
の
歌
手
を
み
て
は
憂
い
に
と
ら
わ
れ
る
。
魂
が
ち
り
ぢ
り
に
く
だ
け
、
だ
れ
も
す
く
い
よ
う
が
な
い

の
で
、
そ
う
な
る
の
だ
。
人
び
と
が
か
く
四
季
の
変
化
に
た
え
が
た
い
思
い
を
感
じ
る
と
す
れ
ば
、
私
ご
と
き
つ
ま
ら
ぬ
男
が

そ
う
な
る
の
も
、
し
か
た
な
い
こ
と
で
は
な
い
か
。

北
客
長
欷
、
深
壁
寂
思
。

空
床
連
流
、

網
絲
蔽
戸
、

圭
�
淹
滞
、

青
苔
繞
�
。

春
華
虚
艶
、

臨
飛
鳥
而
魄
絶
、

測
代
序
而
饒
感
、

秋
日
徒
光
、

視
浮
雲
而
意
長
。

知
四
時
之
足
傷
。

若
乃

旭
日
始
暖
、

園
桃
紅
点
、

思
旧
都
兮
心
断
、

�
草
可
織
。

流
水
碧
色
。

憐
故
人
兮
無
極
。

至
若
炎
雲
峰
起
、
芳
樹
未
移
。

皋
蘭
生
坂
、

憶
上
国
之
綺
樹
、

朱
荷
出
池
。

想
金
陵
之
�
枝
。

及
夫
秋
風
一
至
、
白
露
団
団
。

明
月
生
波
、

眷
庭
中
之
梧
桐
、

螢
火
迎
寒
。

念
機
上
之
羅
�
。

至
於
冬
陰
北
辺
、
永
夜
不
曉
。
平
蕪
際
海
、
千
里
飛
鳥
。
何
嘗
不

夢
帝
城
之
阡
陌
、

憶
故
都
之
台
沼
。
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是
以

軫
琴
情
動
、

逐
長
夜
而
心
殞
、
故

秦
人
秦
声
、

聞
歌
更
泣
、

戛
瑟
涕
落
。

隨
白
日
而
形
削
。

楚
音
楚
奏
、

見
悲
已
疚
、

実
由

魂
気
愴
断
、
参
四
時
而
皆
難
、
況
僕
人
之
末
陋
也
。

外
物
非
救
。

こ
の
賦
、
季
節
の
移
り
変
わ
り
を
叙
し
た
も
の
だ
が
、
四
季
の
風
物
を
叙
す
る
こ
と
は
目
的
で
は
な
い
よ
う
だ
。
む
し
ろ
北
帰
の

情
を
う
っ
た
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

ま
ず
冒
頭
で
は
、
あ
た
か
も
自
己
紹
介
す
る
か
の
よ
う
に
、
北
方
か
ら
の
旅
人
で
あ
る
私

(

江
淹)

は
、
妻
の
お
ら
ぬ
寝
台
で
ぐ

ず
ぐ
ず
し
、
陋
屋
で
く
す
ぶ
っ
て
ば
か
り
い
る
、
と
説
明
し
て
い
る
。
た
だ
そ
う
し
た
私
で
も
、
時
節
の
変
化
に
は
心
を
う
ご
か
さ

れ
る
と
い
っ
て
、
以
下
、
季
節
の
め
ぐ
り
を
叙
し
て
ゆ
く
。

つ
づ
く

｢

若
乃
旭
日
始
暖
春｣
(
朝
日
が
あ
が
り
温
暖
に
な
る
と
、
の
意)

以
下
の
部
分
は
、
単
純
な
四
季
の
叙
景
で
は
な
い
。

春
夏
秋
冬
と
も
す
べ
て
、

四
季
の
叙
景

(

四
句)

＋
北
帰
の
情

(

二
句)

と
い
う
構
成
と
な
っ
て
い
る
の
に
注
意
し
よ
う
。
は
じ
め
四
句
で
は
、
四
季
お
り
お
り
の
景
色
を
叙
し
て
い
る
の
だ
が
、
つ
づ
く
二

句
で
は
、
彼
の
思
い
は

[

み
え
ぬ]

建
康
に
む
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に『

江
淹
集
校
注』

等
に
よ
る
と
、
秋
季
の｢

眷
庭
中
之
梧
桐｣

句(

庭
中
の
梧
桐
の
樹
を
な
が
め
る
、
の
意)

の｢

梧
桐｣

は
、
音
通
で

｢

吾
童｣

(

わ
が
息
子)

を
意
味
し
、｢

念
機
上
之
羅
�｣
句

(

織
機
の
う
え
の
細
絹
に
思
い
を
は
せ
る
、
の
意)

の

｢

羅
�｣

は
、
江
淹
の
妻
を
さ
す
の
だ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
時
期
の
江
淹
は
、
眼
前
の
風
物
を
み
や
り
な
が
ら
も
、
じ
っ
さ

い
は
北
帰
を
切
望
し
て
い
て
、
心
こ
こ
に
あ
ら
ず
と
い
う
心
境
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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末
尾
で
は
、[

こ
の
賦
の
主
題
と
い
う
べ
き]

北
帰
の
情
を
明
確
に
か
た
っ
て
い
る
。
異
郷
に
い
る
人
び
と
は
、
自
国
の
歌
を
き

い
て
は
涙
を
こ
ぼ
し
、
自
国
の
奏
者
を
み
て
は
憂
い
に
と
ら
わ
れ
る
も
の
。
人
び
と
が
か
く
四
季
の
変
化
に
た
え
が
た
い
思
い
を
感

じ
る
と
す
れ
ば
、
私
ご
と
き
つ
ま
ら
ぬ
男
が
北
帰
を
ね
が
う
の
も
、
し
か
た
が
な
い
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
い
う
。
最
後
の

｢

私
ご

と
き｣
云
々
の
部
分
は
、
例
に
よ
っ
て

｢

自
分
は
恨
人
だ
か
ら｣

と
い
い
た
い
の
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
こ
の

｢

四
時
賦｣

は
、
い
っ
け
ん
四
季
の
変
化
を
叙
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
け
っ
き
ょ
く
の
と
こ
ろ
は
、

｢

建
康
に
か
え
り
た
い｣

と
う
っ
た
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
も

｢

物

(

四
季
の
風
物)

に
託
し
て
志

(

北
帰
し
た

い)

を
言
う｣

も
の
、
す
な
わ
ち
託
物
言
志
の
賦
で
あ
る
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。

八

感
傷
の
人

以
上
、
呉
興
時
代
の
賦
作
を
み
わ
た
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
、
江
淹
三
十
代
前
半
の
不
遇
の
時
期
に
は
、
も
と
も
と
の
恨
人
ふ

う
性
格
に
く
わ
え
、
左
遷
さ
れ
た
こ
と
へ
の
苦
悩
や

『

楚
辞』

の
積
極
的
利
用
、
さ
ら
に
託
物
言
志
の
活
用
な
ど
、
各
種
の
要
因
や

手
法
が
あ
い
ま
っ
て
、
お
お
く
の
傑
作
が
か
か
れ
た
。
そ
の
主
要
な
テ
ー
マ
は
、｢[

左
遷
さ
れ
て]

つ
ら
い｣

｢[

建
康
に]

か
え
り

た
い｣

｢[

妻
／
子
／
親
友
の
死
が]

か
な
し
い｣

と
い
う
も
の
で
、
ま
さ
に

[

高
橋
氏
が
い
わ
れ
る]

感
傷
主
義
の
文
学
に
ふ
さ
わ

し
い
も
の
だ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

か
く
呉
興
左
遷
の
時
期
は
、
文
学
創
作
の
方
面
に
か
ぎ
れ
ば
、
黄
金
時
代
だ
と
い
っ
て
よ
か
っ
た
。
も
し
そ
う
し
た
時
期
が
つ
づ

い
て
お
れ
ば
、
江
淹
の

｢

傑
作
の
森｣

は
さ
ら
な
る
広
が
り
を
み
せ
、
そ
の
文
風
も
進
化
を
つ
づ
け
た
こ
と
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、

そ
う
し
た
呉
興
の
日
々
は
、
と
つ
ぜ
ん
終
止
符
を
う
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
の
主
君
、
劉
景
素
が
宋
の
後
廃
帝
に
反
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旗
を
ひ
る
が
え
し
、
そ
し
て
殺
害
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
お
こ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

呉
興
左
遷
か
ら
二
年
た
っ
た
元
徽
四
年

(

四
七
六
、
江
淹
三
十
三
歳)

の
秋
七
月
、
劉
景
素
は
つ
い
に
挙
兵
に
ふ
み
き
っ
た
。
と

こ
ろ
が
景
素
の
反
乱
は
、
宋
廷
が
派
遣
し
た
軍
勢
に
あ
っ
け
な
く
鎮
圧
さ
れ
、
景
素
は
乱
戦
の
な
か
で
殺
害
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ

た
。
享
年
わ
ず
か
二
十
五
。

こ
う
な
っ
た
以
上
、
江
淹
が
呉
興
に
と
ど
ま
り
つ
づ
け
る
理
由
は
な
い
。
な
に
し
ろ
、
呉
興
赴
任
を
命
じ
た
景
素
自
身
が
、
こ
の

世
か
ら
き
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
か
ら
。
か
く
し
て

[

お
そ
ら
く]

そ
の
翌
年
、
江
淹
は
念
願
の
北
帰
、
つ
ま
り
建
康
、
そ
し
て
故
郷

の
京
口
へ
の
帰
還
を
、
は
た
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
帰
郷
し
た
江
淹
、
故
郷
で
な
に
を
し
て
い
た
の
か
。
当
初
は

｢

無
為
論｣

な
ど
を
つ
く
っ
て
、｢

自
分
は
も
う
仕
官
な
ど

は
し
な
い
。
田
舎
に
隠
棲
す
る｣
な
ど
と
吹
聴
し
て
い
た
。
だ
が
、
そ
の
舌
の
根
も
か
わ
か
ぬ
う
ち
に
、
さ
っ
と
蕭
道
成
に
つ
か

え
た
の
で
あ
る
。
宋
廷
の
実
権
を
に
ぎ
っ
た
道
成
か
ら
、
声
を
か
け
ら
れ
た
か
ら
だ
っ
た
。
景
素
の
死
か
ら
わ
ず
か
一
年
後
の
、
元

徽
五
年

(

昇
明
元
年)

の
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
の
官
途
は
、
き
わ
め
て
順
調
だ
っ
た
。
道
成
は
、
宋
の
後
廃
帝
を
こ
ろ
し
、
沈
攸
之
ら
の
ラ
イ
バ
ル
を
け
お
と
し
、
い
っ

き
に
宋
斉
交
替
を
な
し
と
げ
た
。
す
る
と
道
成
に
つ
か
え
る
江
淹
も
、
と
ん
と
ん
拍
子
に
立
身
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
主
要

な
任
務
は
、
道
成
の
政
治
的
文
書
の
執
筆

(

代
作)

だ
っ
た
。
道
成
が
ま
だ
宋
の
廷
臣
だ
っ
た
と
き
は
、
章
や
表
の
類
を
、
そ
し
て

斉
朝
を
樹
立
す
る
や
、
詔
勅
の
文
章
を
、
さ
か
ん
に
代
作
し
た
。
さ
ら
に
、
高
帝

(

道
成
の
帝
号)

が
没
し
て
の
ち
も
、
彼
の
立
身

は
つ
づ
い
た
。
高
帝
没
後
は
、
詔
勅
の
代
作
こ
そ
や
め
た
も
の
の
、
ひ
き
つ
づ
き
武
帝

(

蕭
�)

や
明
帝

(

蕭
鸞)

の
信
任
を
う
け

て
、
斉
の
廷
臣
と
し
て
重
き
を
な
し
た
の
だ
っ
た
。

こ
の
江
淹
、
よ
ほ
ど
世
渡
り
が
上
手
だ
っ
た
よ
う
だ
。
斉
が
梁
に
禅
譲
し
た
あ
と
、
彼
は
ま
た
も
や
、
梁
の
武
帝
か
ら
厚
遇
さ
れ
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た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
没
す
る
ま
で
、
武
帝
の
治
下
で
、
金
紫
光
祿
大
夫
や
醴
陵
伯
等
の
高
位
を
保
持
し
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
。
没

年
は
天
監
四
年

(

五
〇
五)

、
六
十
二
歳
の
と
き
。
大
往
生
で
あ
っ
た
。
か
く
み
る
と
彼
の
生
涯
は
、
前
半
生
こ
そ
、
投
獄

(

二
十

四
歳
の
と
き)

、
左
遷

(

三
十
一
歳
の
と
き)

、
妻
子
の
死

(

三
十
二
〜
三
歳
の
と
き)

な
ど
、
苦
難
の
日
々
が
つ
づ
い
た
が
、
後
半

生

(

呉
興
か
ら
帰
還
し
て
の
ち)

に
な
る
と
、
寒
門
出
身
の
人
物
と
し
て
は
望
外
の
立
身
を
は
た
し
、
栄
誉
に
つ
つ
ま
れ
た
日
々
を

お
く
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
冒
頭
で
も
の
べ
た
よ
う
に
、
彼
の
文
学
創
作
は
、
そ
の
生
涯
と
は
反
比
例
の
関
係
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
苦
難

つ
づ
き
の
前
半
生
、
な
か
で
も
呉
興
時
代
で
こ
そ
、
彼
の
天
才
は
も
っ
と
も
ひ
か
り
か
が
や
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
順
調
に
立
身
を
か

さ
ね
た
後
半
生
で
は
、
彼
の
創
作
は
不
振
に
お
ち
い
り
、
晩
年
に
は
世
間
か
ら
江
郎
才
尽
と
揶
揄
さ
れ
る
ほ
ど
、
衰
微
し
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
。

な
ぜ
、
そ
う
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
以
前
に
拙
稿

｢

江
淹
評
伝｣

で
の
べ
た
よ
う
に
、
江
淹
の
文
学
創
作
の
あ
り
か
た
に
、
原

因
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

彼
に
と
っ
て
詩
文
と
は
、
心
中
に
な
ん
ら
か
の
感
情
や
情
念
、
た
と
え
ば

｢

あ
あ
、
○
○
し
た
い｣

｢

オ
レ
は
か
な
し
い｣

｢

ま
け

て
た
ま
る
か｣

等
の
思
い
が
激
発
し
、
渦
ま
い
た
と
き
、
そ
れ
に
か
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
、
創
作
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た

感
情
や
情
念
が
、
恨
人
た
る
彼
の
詩
嚢
を
刺
激
し
、
ゆ
り
う
ご
か
し
て
、
そ
の
結
果
、
詩
文
が
う
ま
れ
お
ち
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ

の
意
味
で
、
江
淹
の
詩
文
は
、
彼
の
激
し
た
感
情
や
情
念
の
結
晶
の
ご
と
き
も
の
だ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
の
詩
文
は

｢

心
の
さ

け
び｣

と
い
う
美
質
を
有
し
、
人
び
と
の
琴
線
に
ふ
れ
る
名
作
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
後
半
生
、
江
淹
は
蕭
道
成
に
み
い
だ
さ
れ
、
立
身
し
て
し
ま
っ
た
。
寒
人
出
身
者
に
は
ま
れ
な
、
高
位
に
の
ぼ
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
あ
る
。
お
か
げ
で
恨
人
ふ
う
性
格
が
衰
微
し
、
心
中
か
ら
発
す
る

｢

心
の
さ
け
び｣

も
、
よ
わ
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
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(

も
ち
ろ
ん
、
斉
の
廷
臣
と
し
て
の
多
忙
さ
も
、
創
作
不
振
の
一
因
だ
っ
た
ろ
う)

。
か
く
し
て
、
彼
の
詩
嚢
は
や
せ
ほ
そ
っ
て
し
ま

い
、
け
っ
き
ょ
く
江
郎
才
尽
と
揶
揄
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
を
創
作
に
か
り
た
て
て
き
た
、
は
げ
し
い
感
情
や
情
念

の
奔
出
。
そ
れ
が
よ
わ
ま
り
、
衰
微
し
て
し
ま
っ
た
以
上
、
も
は
や
以
前
の
ご
と
き
詩
文
は
、
つ
く
り
よ
う
が
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

か
く
み
て
く
る
と
、
江
淹
の
詩
文
の
場
合
は

(

も
ち
ろ
ん
江
淹
に
か
ぎ
っ
て
、
で
あ
る
が)

、
恨
人
ふ
う
の

｢

心
の
さ
け
び｣

の

有
無
や
強
弱
が
、
名
篇
と
な
る
か
ど
う
か
の
分
か
れ
め
だ
と
い
っ
て
よ
さ
そ
う
だ
。
す
る
と
、｢

心
の
さ
け
び｣

が
感
じ
ら
れ
ぬ
作

は
、
江
淹
の
美
質
が
発
揮
さ
れ
て
な
い
も
の
と
い
え
、
あ
ま
り
名
篇
と
は
い
い
に
く
く
な
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た

[

私

の
見
か
た
か
ら
す
れ
ば]
名
篇
と
は
い
い
が
た
い
作
を
し
め
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
が

｢

空
青
賦｣

で
あ
る
。

こ
の
賦
は
、
呉
興
時
代
の
作
で
あ
る
が
、
め
ず
ら
し
く

｢

心
の
さ
け
び｣

が
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
。
つ
よ
い
悲
痛
の
情
も
、
北

帰
の
念
も
な
い
し
、
と
う
ぜ
ん
屈
原
ふ
う
の
悲
劇
や
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
も
み
ら
れ
な
い
。
こ
の

｢

空
青
賦｣

は
、[

顔
料
と
し
て
の]

空

青
を
た
た
え
た
も
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
空
青
な
る
鉱
物
は
、
呉
興
の
山
中
ふ
か
く
に
蔵
さ
れ
て
い
る
。
山
地
を
ふ
み
わ
け
、
谷
川
を

わ
た
っ
て
こ
れ
を
採
集
し
、
さ
ま
ざ
ま
に
加
工
を
ほ
ど
こ
す
と
、
良
質
の
顔
料
が
精
製
で
き
る
。
そ
の
顔
料
た
る
や
云
々

と
、

そ
の
価
値
を
称
賛
し
た
だ
け
の
作
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
主
張
は
と
ぼ
し
い
も
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
と
き
の
江
淹
と
て
、
呉
興
に
左
遷
さ
れ
た
不
遇
感
を
、
わ
す
れ
て
い
た
は
ず
は
な
い
。
た
だ
彼
は
、
こ
の
時
期

の
自
分
に
つ
い
て
、
後
日
に
自
撰
文
集
へ
の
序
文
と
し
て
か
い
た

｢

自
序｣

に
お
い
て
、

呉
興
の
地
は
、
東
南
の
嶺
外
で
あ
り
、
ふ
る
く
は
�
越
の
地
で
あ
っ
た
。
碧
水
や
丹
山
が
あ
り
、
ま
た
珍
木
や
霊
草
も
生
じ
て

い
た
。
こ
れ
ら
は
、
み
な
私
が
平
生
こ
の
ん
で
い
た
も
の
で
あ
り
、
辺
地
に
き
た
と
は
お
も
わ
な
か
っ
た
。
山
中
で
は
な
に
も

お
こ
ら
ず
、
ひ
た
す
ら
道
書
を
友
と
し
つ
つ
、
悠
然
と
山
中
へ
は
い
っ
て
い
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
あ
る
と
き
な
ど
、
夕
方
に
な
っ

て
も
帰
宅
す
る
の
を
わ
す
れ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
山
野
を
放
浪
し
た
さ
い
は
、
詩
文
を
つ
く
っ
て
た
の
し
ん
だ
も
の
だ
っ
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た
。

と
の
べ
て
い
る
。
道
書(

道
教
の
書
物)

を
友
と
し
、
山
野
を
跋
渉
し
な
が
ら
珍
木
や
霊
草
を
さ
が
し
て
い
た
、
と
い
う
。
つ
ま
り
、

江
淹
は｢

去
故
郷
賦｣

や｢

四
時
賦｣

な
ど
で
、
左
遷
を
な
げ
き
北
帰
の
情
を
う
っ
た
え
て
い
た
が
、
い
っ
ぽ
う
で
道
教
に
こ
っ
て
、

山
中
で
薬
草
さ
が
し
に
も
熱
中
し
て
い
た
の
だ
っ
た

(

も
ち
ろ
ん
前
者
の
ほ
う
が
真
情
で
あ
り
、
後
者
は
、
そ
れ
が
か
な
え
ら
れ
ぬ

た
め
の
代
償
行
為
だ
っ
た
の
だ
ろ
う)

。

そ
う
し
た
山
野
を
跋
渉
す
る
日
々
の
な
か
で
、[

山
野
に
蔵
す
る
鉱
物
の]

空
青
に
も
関
心
を
ふ
か
め
て
、
こ
の

｢

空
青
賦｣

を

つ
く
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
賦
は
、
内
容
的
、
ま
た
行
文
的
に
、
た
い
へ
ん
難
解
な
も
の
で
あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
の
拙
訳
を
し
め

し
て
み
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

(

�)

。

赤
玉
は
あ
か
る
く
ひ
か
る
の
が
持
ち
前
だ
し
、
碧
石
は
光
輝
を
は
な
つ
の
が
本
来
の
性
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
東
の
中
華
で

珍
重
さ
れ
、
西
の
辺
地
で
も
大
切
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
し
て
や
空
青
と
も
な
る
と
、
じ
つ
に
貴
重
な
鉱
石
で
あ
り
、
ど
こ
と
も

し
れ
ぬ
海
外
の
地
で
採
取
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
空
青
の
産
地
は
、
た
た
な
づ
く
連
峰
の
岩
石
の
な
か
、
ま
た
亀
や
龍
が
出
入
り
す
る
洞
窟
の
壁
の
な
か
。
そ
の
あ
た
り

は
、
沙
だ
ら
け
の
崖
が
雲
の
よ
う
に
か
さ
な
り
、
朱
砂
が
沙
磧
の
よ
う
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
は
ず
だ
。[

空
青
を
内
蔵
す
る]

岩
石
の
外
部
に
は
青
苔
や
赤
草
が
生
じ
て
お
り
、
ま
た
内
部
に
は
玉
枝
や
瑪
瑙
も
ひ
そ
ん
で
い
る
だ
ろ
う
。
こ
の
空
青
は

[

顔

料
と
な
る
ほ
か]

、
銅
や
鉛
と
合
成
さ
れ
る
と
、
か
た
い
黄
金
が
で
き
る
。
だ
か
ら
ひ
と
は
、
険
路
を
ふ
み
わ
け
、
�
や
�
が

う
ご
め
く
谷
川
を
わ
た
り
、
ま
た
春
や
秋
の
時
節
を
な
ん
ど
も
こ
え
、
怪
異
な
岩
を
き
り
さ
い
て
、
こ
の
空
青
を
さ
が
す
の
だ
。

そ
う
で
な
か
っ
た
ら
、
ど
う
し
て
空
青
が
り
っ
ぱ
な
邸
宅
に
は
こ
ば
れ
、
君
子
の
御
前
で
披
露
さ
れ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。

こ
う
し
て
空
青

[

で
つ
く
ら
れ
た
顔
料]

は
、
雲
や
気
を
か
た
ど
り
、
神
霊
や
神
仙
も
え
が
く
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
は
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き
れ
い
な
川
波
、
華
麗
な
山
峰
、
日
が
で
る
暘
谷
の
樹
、
日
が
し
ず
む
�
�
の
泉
、
西
海
の
草
、
炎
州
の
煙
、
銀
台
で
西
王
母

に
つ
か
え
る
鳥
、
周
穆
王
が
の
っ
た
名
馬
、
都
広
の
国
、
番
禺
の
野

こ
れ
ら
す
べ
て
の
も
の
が
、[

顔
料
た
る
空
青
に
よ
っ

て]

一
幅
の
絵
の
な
か
に
え
が
か
れ
、
鏡
で
み
る
か
の
よ
う
に
鮮
明
に
描
写
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、[

絵
の
な
か
で]

雲
煙
が
あ
ら
わ
れ
た
り
、
日
月
が
か
が
や
い
た
り
も
す
る
だ
ろ
う
。

上
古
の
世
の
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
か
け
は
な
れ
て
い
て
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
こ
の
空
青
を
顔
料
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
往
時
の
よ
う
す
も
絵
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
緑
ゆ
た
か
な
座
敷
や
奥
ぶ
か
い
高
楼
の
絵
で
は
、
こ
の
空
青
に

よ
っ
て
あ
で
や
か
な
蛟
龍
を
え
が
き
、
華
麗
な
大
鹿
の
姿
も
活
写
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
鐘
台
に
人
物
の
神
気
や
容
姿

を
う
つ
せ
る
し
、
怪
物
や
雷
電
の
姿
も
え
が
け
る
の
で
あ
る
。

く
わ
え
て
、
曲
帳
に
絵
つ
き
の
屏
風
も
か
け
る
し
、
素
女
に
色
つ
き
の
扇
子
も
も
た
せ
ら
れ
る
。
ま
た
錦
の
色
は
あ
ざ
や
か

だ
し
、
そ
の
感
じ
は
の
び
や
か
。
そ
の
錦
に
彩
管
を
ふ
る
う
や
、
濃
淡
も
ほ
ど
よ
く
、[

景
物
も]

み
え
た
り
み
え
な
か
っ
た

り
す
る
。
ま
た
山
水
が
千
変
す
る
よ
う
す
も
、
赤
青
の
色
彩
に
よ
っ
て
自
在
に
う
つ
し
と
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
空
青
は
、

百
鎰
ほ
ど
の
価
値
が
あ
り
、
ま
た
千
金
を
は
た
い
て
も
よ
い
ほ
ど
で
あ
る
。

楚
の
夏
姫
や
越
の
西
施
、
さ
ら
に
趙
・
燕
の
后
妃
た
ち
や
秦
・
呉
の
美
女
た
ち
は
、
貴
顕
の
人
び
と
を
夢
中
に
し
、
そ
の
魂

も
と
り
こ
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
た
だ
そ
れ
も
、
こ
の
空
青
が
彼
女
ら
を
き
れ
い
に
化
粧
し
、
紅
白
を
き
わ
だ
た
せ
た
か
ら
、

可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
空
青
は
、
唯
一
無
二
の
宝
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
を
入
手
で
き
れ

ば
完
全
無
欠
の
美
女
に
な
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

夫

赤
瓊
以
�
燎
為
光
、

咸
見
珍
於
東
国
、
況
空
青
之
麗
宝
、
亦
挺
山
海
之
不
測
。

碧
石
以
萎
�
為
色
、

並
被
貴
於
西
極
。
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其
所
処
則

峻
�
層
石
、

素
岸
成
雲
、

外
隠
青
苔
丹
草
、

銅
鉛
合
生
、

亀
穴
龍
壁
、

�
砂
如
磧
、

内
伏
玉
枝
瑪
瑙
、

�
確
堅
英
。

自
非

索
険
覓
危
、

倦
春
厭
秋
、
能
得
廁
於
軒
宇
、
接
君
子
之
光
儀
。

乗
�
履
�
、

断
異
鐫
奇
、

於
是

寫
雲
図
気
、

宝
波
麗
水
、

陽
谷
之
樹
、

西
海
之
草
、

学
霊
状
仙
。

華
峰
艶
山
、

�
�
之
泉
、

炎
州
之
煙
、

銀
台
之
鳥
、

都
広
之
国
、
皆

咫
尺
八
極
、

雲
煙
始
出
、

穆
王
之
馬
、

番
禺
之
野
、

鏡
見
四
荒
、

日
月
既
張
。

若
夫
邃
古
之
世
、
汗
漫
窈
微
。
惟
此
青
墨
、
所
以
造
之
。

至
乃

翠
燦
軒
室
、

雑
蛟
龍
之
文
章
、
騁
神
形
於
鍾
�
、
舒
怪
物
与
雷
電
。

	
鬱
台
殿
、

発
麟
鹿
之
炳
絢
。

亦
有

曲
帳
画
屏
、

錦
色
窈
郁
、
点
拂
濃
薄
、
如
隠
如
見
。

素
女
彩
扇
。

綺
質
蔓
衍
、

山
水
万
象
、
丹
青
四
変
。

咸
百
鎰
之
可
珍
、

亦
千
金
而
不
賤
。

雖

楚
之
夏
姫
、

趙
妃
燕
後
、
溺
愛
靡
意
、
魂
飛
心
離
、

越
之
西
施
、

秦
娥
呉
娃
、

候
青


為
藻
飾
、
方
�
紅
華
与
素
儀
。
冠
衆
宝
而
独
立
、
信
求
之
而
無
虧
。
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い
か
が
だ
ろ
う
か
。
こ
の

｢

空
青
賦｣

、
空
青
の
顔
料
と
し
て
の
価
値
を
、
大
仰
に
た
た
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
了
解
で
き

る
こ
と
だ
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
、
こ
の
時
期
の
江
淹
は
、
鉱
物
や
華
美
な
色
彩
に
、
つ
よ
い
関
心
を
も
っ
て
い
た
よ
う
だ

(

�)

。
そ
う
し
た

な
か
、
江
淹
は

[

ど
こ
か
か
ら
入
手
し
た]

空
青
を
目
に
し
て
、
そ
の
す
ば
ら
し
さ
に
興
奮
し
た
の
だ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の

賦
は
、
恨
人
と
し
て
の
自
己
で
も
な
く
、
屈
原
の
模
擬
で
も
な
く
、
ま
た
左
遷
の
つ
ら
さ
で
も
な
く
、
た
だ

｢

空
青
は
す
ご
い
ぞ｣

、

そ
れ
だ
け
を
い
お
う
と
し
た
作
だ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
可
能
性
と
し
て
、
こ
の
賦
に

｢

空
青
＝
江
淹｣

の
比
擬
が
あ
る
と
み
な
し
、
価
値
あ
る
空
青

(

江
淹)

が
山
中

(

辺
鄙

な
地)

に
う
も
れ
る
の
を
お
し
ん
だ
も
の
、
と
解
せ
ら
れ
な
く
も
な
い(『

江
淹
集
校
注』

な
ど)

。
だ
が
、
そ
う
だ
と
し
た
な
ら
ば
、

こ
の

｢

空
青
賦｣

、
他
の
賦
に
く
ら
べ
て
、
あ
ま
り
に
も
自
尊
の
情
が
つ
よ
す
ぎ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
こ
れ
を
景
素
が
よ

め
ば
、｢

な
に
を
え
ら
そ
う
な
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
か｣

と
、
に
く
ま
れ
る
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
か
ん
が
え
る
と
こ
の

賦
は
、
自
己
を
空
青
に
擬
し
た
託
物
言
志
の
賦
な
ど
で
は
あ
り
え
な
い
、
と
私
は
か
ん
が
え
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
こ
の
賦
に
は
、
い
か
に
も
恨
人
ふ
う
の

｢

心
の
さ
け
び｣

が
感
じ
ら
れ
な
い
。
江
淹
自
身
の

｢

こ
れ
を
う
っ

た
え
た
い｣

と
い
う
、
は
げ
し
い
衝
迫
が
あ
る
よ
う
に
は
、
お
も
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
私
は
、
こ
の
賦
は
呉
興
時
代
の

作
で
は
あ
る
も
の
の
、
江
淹
文
学
の
美
質

(

つ
よ
い

｢
心
の
さ
け
び｣)

が
発
揮
さ
れ
た
賦
と
は
お
も
え
ず
、
つ
ま
り
名
篇
と
は
い

い
が
た
い
と
か
ん
が
え
る
の
で
あ
る
。

江
淹
の
後
半
生
に
な
る
と
、
彼
の
創
作
は
ま
っ
た
く
ふ
る
わ
な
く
な
る
。
彼
が
呉
興
か
ら
帰
還
し
た
以
後
の
賦
作
は
、
創
作
時
期

不
明
の

｢

恨
賦｣

｢

別
賦｣

を
の
ぞ
く
と
、
わ
ず
か

｢

知
己
賦｣

｢
横
吹
賦｣

｢

霊
丘
竹
賦｣

の
三
篇
に
す
ぎ
な
い
。
呉
興
か
ら
帰
還

し
た
の
は
元
徽
五
年
、
江
淹
三
十
四
歳
の
と
き
だ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
六
十
二
歳
で
逝
去
す
る
ま
で
の
二
十
八
年
間
に
、
た
っ
た
三
篇

し
か
つ
く
っ
て
い
な
い
の
だ

(

亡
佚
し
た
も
の
が
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
が
、
そ
れ
は
呉
興
時
代
だ
っ
て
お
な
じ
こ
と
だ)

。
か
か
る
賦
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作
の
量
的
激
減
、
つ
ま
り
創
作
意
欲
の
衰
微
ぶ
り
に
、
ま
ず
は
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

く
わ
え
て
後
半
生
の
賦
は
、
内
容
も
ふ
る
わ
な
い
。
こ
の
三
篇
の
う
ち
、｢

知
己
賦｣

は
親
友
の
死
を
い
た
ん
だ
も
の
で
あ
る
せ

い
か
、
ま
だ

｢

心
の
さ
け
び｣

が
感
じ
ら
れ
る
名
篇
で
あ
る

[

と
私
は
お
も
う]

。
と
こ
ろ
が
の
こ
る
二
篇
は
、
修
辞
の
卓
越
こ
そ

め
だ
つ
も
の
の
、
内
容
的
に
は
恨
人
ら
し
さ
が
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
。『

楚
辞』

の
利
用
も
す
く
な
く
、
つ
よ
い
感
情
の
奔
出
も

な
く
な
っ
て
い
る
。

こ
の
二
篇
の
な
か
で
も
、
と
く
に｢

霊
丘
竹
賦｣

は
、
内
容
的
に
無
味
乾
燥
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
、
凡
作
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

ど
の
よ
う
に
無
味
乾
燥
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

｢

江
淹
評
伝｣

の

｢

十

江
郎
才
尽｣

で
の
べ
て
お
い
た
の
で
、
関
心
あ
る
か

た
は
お
読
み
い
た
だ
き
た
い
。
要
す
る
に
賦
作
に
関
し
て
は
、
呉
興
よ
り
帰
還
し
て
以
後
は
、
た
し
か
に
江
郎
才
尽
の
語
に
ふ
さ
わ

し
い
日
々
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

か
く
み
て
く
る
と
、
こ
の
江
淹
と
い
う
ひ
と
は
、
不
遇
や
不
如
意
の
苦
悩
を
う
た
う
と
き
に
こ
そ
、
そ
の
才
能
が
ひ
か
っ
て
く
る

タ
イ
プ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
彼
は
、
高
橋
和
巳
氏
が
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
喜
び
や
楽
し
み
を
う
た
う
詩
人
で
は
な
く
、
苦
悩
や
感
傷

を
な
げ
く
詩
人
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
恨
人
と
い
う
性
格

(

資
質)

、
左
遷
と
い
う
不
遇

(

環
境)

、
楚
辞
へ
の
共
感

(

規
範)

と
三
拍
子
そ
ろ
っ
た
呉
興
の
時
代
、
そ
の
こ
ろ
の
諸
作
こ
そ
、
彼
の
も
っ
と
も
成
功
し
た
詩
文
、
す
な
わ
ち
傑
作
の

森
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

こ
れ
を
逆
に
か
ん
が
え
れ
ば
、
江
淹
の
生
涯
に
お
い
て
、
彼
を
失
意
や
不
如
意
に
お
ち
い
ら
せ
る
よ
う
な
で
き
ご
と
、
す
な
わ
ち

不
遇
的
体
験
が
お
こ
ら
な
か
っ
た
ら
、
文
学
史
に
名
を
と
ど
め
る
よ
う
な
傑
作
群
は
、
う
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
前

半
生
の
江
淹
を
く
る
し
め
た
、
つ
ら
い
下
獄
や
左
遷
な
ど
が
お
こ
っ
て
な
け
れ
ば
、
彼
は
そ
の
慎
重
な
性
格
と
先
見
の
明
と
に
よ
っ

て
、
さ
っ
さ
と
立
身
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
の
か
わ
り
、
文
人
と
し
て
の
名
声
は
、
も
ち
え
ぬ
ま
ま
で
お
わ
っ
た
こ
と
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だ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
い
わ
ば
人
生
の
不
遇
が
、
彼
の
文
名
を
不
滅
に
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
こ
と
に
皮
肉
と
い
う
し
か
な
い
。
そ

う
い
え
ば
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
も
、
彼
を
く
る
し
め
た
あ
の
耳
疾
が
な
け
れ
ば
、
ど
う
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
ハ
イ
リ
ン

ゲ
ン
シ
ュ
タ
ッ
ト
の
遺
書
を
か
く
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
す
る
と
彼
の

｢

傑
作
の
森｣

も
、
ま
た
ち
が
っ
た
様
相
を
呈
し
て

い
た
か
も
し
れ
な
い
。

注

(

１)

江
淹
賦
の
創
作
年
は
、
お
も
に
以
下
の
書
物
に
依
拠
し
つ
つ
、
僅
少
の
私
見
も
ふ
く
め
て
推
定
し
た
。
兪
紹
初
・
張
亜
新

『

江
淹
集
校
注』

(

中
州
古
籍
出
版
社

一
九
九
四)

、
丁
福
林

『

江
淹
年
譜』

(

鳳
凰
出
版
社

二
〇
〇
七)

、
羅
立
乾
・
李
開
金

『

新
訳
江
淹
集』

(

三
民
書

局

二
〇
一
一)

、
丁
福
林
・
楊
勝
朋

『

江
文
通
集
校
注』

(

上
海
古
籍
出
版
社

二
〇
一
七)

な
ど
。
な
お
、
断
片
の

｢

井
賦｣

(

偽
作
？)

と
、
賦
と
題
さ
れ
ぬ

｢

応
謝
主
簿
騒
体｣

｢

劉
僕
射
東
山
集
学
騒｣

｢

山
中
楚
辞｣

な
ど
は
、
今
回
の
考
察
か
ら
の
ぞ
い
た
。

(

２)

江
淹｢

哀
千
里
賦｣

へ
の
注
釈
は
以
下
の
と
お
り
。
訳
注
を
つ
く
る
に
あ
た
っ
て
は
、
注
１
に
あ
げ
た
兪
・
張『

校
注』

、
羅
・
李『

新
訳』

、

丁
・
楊

『

校
注』

等
を
参
照
し
た
。
以
下
の
各
賦
の
場
合
も
ど
う
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
江
淹
の
賦
は
難
解
な
も
の
が
お
お
く
、
本
稿
で
の

訳
は
す
べ
て
試
訳
て
い
ど
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

○
参
差
巨
石

意
味
的
に
は
、
上
の

｢

険
如
孟
門｣
を
う
け
る
。

○
縦
横
亀
�

意
味
的
に
は
、
上
の

｢

豁
若
長
河｣

を
う
け
る
。

○
秦
皇
未
闢

｢

秦
皇｣

は
戦
国
秦
の
恵
王
。
秦
恵
王
は
、
五
人
の
力
士
を
つ
か
っ
て
蜀
へ
の
道
を
き
り
ひ
ら
か
せ
た
と
い
う

(

蜀
王

本
紀)

。
こ
の
地
は
、
そ
の
秦
恵
王
で
さ
え
道
を
き
り
ひ
ら
い
て
お
ら
ぬ
、
未
開
の
地
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

○
伊
孟
冬
之
初
立

｢

伊こ

れ
孟
冬
の
初
め
て
立
つ
や｣

と
解
す
る
。｢
初
立｣

を
起
家
し
た
こ
と
と
と
れ
ば
、
五
年
前
の
大
明
七
年

(

四

六
三)

に
、
劉
子
鸞
の
幕
下
で
従
事
に
な
っ
た
こ
と
を
さ
す
こ
と
に
な
る
。
疑
問
も
あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
そ
う
解
し
て
お
く
。
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○
魂
終
朝
以
三
奪
、
心
一
夜
而
九
摧

謝
荘
の

｢

黄
門
侍
郎
劉
�
誄｣

に

｢

魂
は
終
朝
に
し
て
三
た
び
奪
わ
れ
、
心
は
一
夜
に
し
て
九

た
び
飛
ぶ｣

と
あ
る
の
を
模
し
た
も
の
か
。｢

三｣
｢

九｣

は
回
数
の
多
さ
を
い
う
の
だ
ろ
う
。

○
徒
望
悲
其
何
及

｢

徒む
な

し
く
望
み
て
悲
し
む
も
其
れ
何
ぞ
及
ば
ん｣

と
解
す
る
。｢

徒
望｣

は
、｢

徒
し
く
湘
州
へ
の
道
の
り
を
望
み

み
る｣

と
も
と
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
上
の

｢

自
出
国｣

二
句
と
の
つ
な
が
り
を
重
視
し
て
、｢

徒
し
く
故
郷
を
遠
望
す
る｣

の
意
と
解
し
た
。

し
た
が
っ
て

｢

其
何
及｣

も
、｢[

こ
の
地
で
は]

友
と
再
会
で
き
る
は
ず
も
な
い｣

と
解
し
た
。

○
雲
車

雲
の
乗
物
。『

淮
南
子』

原
道
訓
に

｢

昔
者
む
か
し

馮
夷
・
大
丙
の
御ぎ
ょ

す
る
や
、
雲
車
に
乗
り
て
雲う
ん

�
げ
い

に
入
り
、
微
霧
に
遊
ぶ｣

と
あ

る
。

○
�
裳

�
の
は
か
ま
。『

楚
辞』

九
歌
東
君
に

｢

青
雲
の
衣
も
て
白は
く

霓げ
い

の
裳
し
ょ
う
も
て
、
長
矢
を
挙
げ
て
天
狼
を
射
る｣

と
あ
る
。

○
惜
重
華
之
已
沒

｢
重
華｣

は
舜
帝
の
名
。『

楚
辞』

離
騒
に｢

�
湘
を
済わ
た

り
て
以
て
南
征
し
、
重
華
に
就
い
て
詞
を
陳の

ぶ｣

と
あ
る
。

○
規
行
、
矩
歩

た
だ
し
く
歩
行
す
る
。
転
じ
て
、
行
い
が
礼
法
に
合
致
し
て
い
る
こ
と
。
陸
機

｢

長
安
有
狹
邪
行｣

に

｢

規
行
す
れ

ば
曠
跡
無
く
、
矩く

歩ほ

す
れ
ば
豈
に
人
に
逮お
よ

ば
ん｣

と
あ
る
。

○
爽
�

さ
っ
ぱ
り
と
し
て
、
さ
わ
や
か
な
気
候
で
あ
る
こ
と
。
湿
潤
な
気
候
の
南
方
と
は
こ
と
な
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

○
橘
柚
之
不
遷

橘
は
湿
潤
な
南
国
に
の
み
生
じ
て
、
他
の
地
に
は
え
る
こ
と
は
な
い
。『

楚
辞』

九
章
橘
頌
に

｢

后こ
う

皇こ
う

の
嘉か

樹じ
ゅ

、
橘
徠き
た

り
服
す
。
命
を
受
け
て
遷う
つ

ら
ず
、
南
国
に
生
じ
た
り｣

と
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
自
分
も
遠
方

(

湘
州)

で
の
生
活
は
む
つ
か
し
い
、
と
い

い
た
い
の
だ
ろ
う
。

○
及
年
歳
之
未
晏

あ
ま
り
年
を
と
ら
ぬ
う
ち
に
。｢
晏｣
は
お
そ
い
。『

楚
辞』

離
騒
に

｢

年
歳
の
未
だ
晏お
そ

か
ら
ず
、
時
も
亦
た
猶
お

其
れ
未
だ
央つ

き
ざ
る
に
及
べ｣

と
あ
る
。

○
霸
山

霸
陵
山
。
後
漢
の
梁
鴻
が
、
妻
の
孟
光
と
と
も
に
こ
の
山
に
隠
棲
し
た
。

(

３)
｢

燈
賦｣

へ
の
注
釈
は
以
下
の
と
お
り
。

○
淮
南
王

｢

淮
南
王｣

こ
と
劉
安
は
、
学
問
好
き
だ
っ
た
が
、
と
く
に
道
家
の
学
問
を
こ
の
ん
だ
。
そ
し
て
お
お
く
の
賓
客
を
あ
つ
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め
、『

淮
南
子』

を
編
纂
さ
せ
た
。

○
信
自

じ
つ
に
、
ま
こ
と
に
。｢

自｣

は
口
調
を
と
と
の
え
る
接
尾
辞
。

○
小
山
儒
士

淮
南
小
山
の
こ
と
。
淮
南
王
の
賓
客
の
ひ
と
り
。『

文
選』

に
も
採
録
さ
れ
る

｢

招
隠
士｣

は
、
こ
の
淮
南
小
山
の
作
だ

と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

○
恣
霊
修
之
浩
蕩

『

楚
辞』

離
騒
に

｢

霊
修
の
浩こ
う

蕩と
う

と
し
て
、
終つ
い

に
夫か

の
民
心
を
察
せ
ざ
る
を
怨
む｣

と
あ
る
。

○
釈
心
疑
而
未
平

『

荀
子』

解
蔽
に

｢

心
枝し

な
れ
ば
則
ち
知
無
し
。
傾
け
ば
則
ち
精
な
ら
ず
。
貳じ

な
れ
ば
則
ち
疑
惑
す
。
以
て
之
を

賛さ
ん

稽け
い

す
れ
ば
、
万
物
は
兼か

ね
知
る
べ
き
な
り｣

と
あ
る
。

○
侯
服

諸
侯
の
服
、
転
じ
て
諸
侯
を
さ
す
。
下
句
の

｢

処
士｣

と
対
応
す
る
。

○
心
、
器

｢

心｣
は
燈
の
芯
、｢

器｣

は
燈
の
本
体
を
い
う
の
だ
ろ
う
。

○
王
遂
賛
善

小
山
が
即
興
で
つ
く
っ
た
燈
賦
は
、
宋
玉

｢

風
賦｣

(

楚
襄
王
の
贅
沢
ぶ
り
を
諷
し
た
内
容)

を
模
し
た
作
で
あ
る
。
小

山
が

｢

風
賦｣

を
模
し
つ
つ
、
た
く
み
に
自
分

(

淮
南
王)

の
贅
沢
ぶ
り
を
諷
し
て
く
れ
た
の
で
、
そ
こ
で
そ
こ
で
淮
南
王
は
、
小
山
を

｢

善
な
り
と
賛｣

し
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

○
恨
不
得
与
之
同
時

『

漢
書』

司
馬
相
如
伝
の

｢

上
し
ょ
う
は

[

司
馬
相
如
の]

子
虚
賦
を
読
み
て
、
之
を
善よ
み

し
て
曰
く
、
朕
独
り
此
の
人

と
時
を
同
じ
く
す
る
を
得
ざ
る
か
と｣

と
あ
る
。

(

４)
｢

倡
婦
自
悲
賦｣

へ
の
注
釈
は
以
下
の
と
お
り
。

○
漢
有
其
録
、
而
亡
其
文

漢
の
目
録
に

｢

倡
婦
自
悲
賦｣

が
著
録
さ
れ
て
い
た
が
、
い
ま
は
現
存
し
て
い
な
い
と
い
う
。
こ
れ
は
お

そ
ら
く
事
実
で
な
く
、
こ
の
賦
を
か
く
た
め
の
仮
設
だ
ろ
う
。

○
泣
�
草
之
飄
落
、
憐
佳
人
之
埋
暮

｢

埋
暮｣

は

｢

遅
暮｣
と
お
な
じ
で
、
美
人
が
年
を
と
る
こ
と
を
い
う
。『

楚
辞』

離
騒
に

｢

草

木
の
零
落
す
る
を
惟お
も

い
、
美
人
の
遅ち

暮ぼ

す
る
を
恐
る｣

と
あ
る
の
を
模
し
た
も
の
か
。
こ
の
二
句
で
は
、｢

泣｣
｢

憐｣

な
ど
の
感
情
語
は
、

い
か
に
も
江
淹
の
恨
人

(

多
情
多
恨
な
男)

ら
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
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○
君
王
更
衣

着
物
を
着
が
え
る
こ
と
。
当
時
、
便
所
に
い
っ
た
と
き
着
物
を
着
が
え
る
習
慣
が
あ
っ
た
の
で
、
便
所

[

へ
ゆ
く]

の

意
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
漢
武
帝
が
更
衣
の
さ
い
、
衛
子
夫
を
寵
し
た
故
事

(『

史
記』

外
戚
世
家)

を
ふ
ま
え
て
、
君
王
の
寵
愛
を
え
る
、

の
意
で
つ
か
っ
て
い
る
。

○
露
色
未
晞

『

詩』

小
雅
湛
露
に

｢

湛た
ん

湛た
ん

た
る
露
は
、
陽
に
匪あ
ら

ざ
れ
ば
晞か
わ

か
ず
。
厭
厭
と
し
て
夜
も
飲
め
、
醉
わ
ざ
れ
ば
帰
る
こ
と

無
か
れ｣

と
あ
る
の
に
も
と
づ
く
。
こ
こ
で
は
、
夜
露
は
朝
陽
を
あ
び
な
い
と
か
わ
か
な
い
意
か
ら
、
舞
姫
が
朝
ま
で
ず
っ
と
君
王
に
寵
愛

さ
れ
る
こ
と
を
い
う
の
だ
ろ
う
。

○
願
南
山
之
無
隙

｢

南
山｣

は
、『

詩』

小
雅
天
保
に

｢

月
の
恆
ゆ
み
は
る
が
如
く
、
日
の
升
る
が
如
く
、
南
山
の
寿
の
如
く
、
騫か

け
ず
崩
れ

ず｣

に
も
と
づ
く
。
日
月
が
変
化
せ
ざ
る
ご
と
く
、
終
南
山
が
く
ず
れ
ぬ
ご
と
く
、
永
遠
に
長
生
き
す
る
、
の
意
。｢

無
隙｣

は
、
仲
た
が

い
し
な
い
、
の
意
。
こ
こ
で
は
な
か
よ
く
、
ふ
た
り
で
長
生
き
す
る
、
の
意
で
つ
か
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

○
指
壽
陵
以
同
帰

壽
陵
を
指
さ
し
て
、
同
穴
せ
ん
と
ね
が
う
、
の
意
。
壽
陵
は
、
君
王
が
生
前
に
造
営
し
た
墓
。｢

同
帰｣

は
お
そ
ら

く

｢

同
穴｣

と
お
な
じ
で
、『

詩』
王
風
大
車
の

｢

穀い

き
て
は
則
ち
室
を
異
に
す
る
も
、
死
せ
ば
則
ち
穴
を
同
じ
く
す｣

を
ふ
ま
え
る
の
だ

ろ
う
。

○
緑
衣
坐
奪

｢

緑
衣
は
坐
を
奪
う｣
と
解
す
る
。
こ
こ
の

｢

緑
衣｣

は
、『

詩』

�
風
緑
衣
を
ふ
ま
え
て
、
正
室
が
妾
に
位
を
う
ば
わ

れ
る
意
を
寓
す
る
。

○
白
華
臥
進

｢

白
華
は
臥
ふ
し
ど
を
進
む｣

と
解
す
る
。
こ
こ
の

｢

白
華｣

は
、『

詩』

小
雅
魚
藻
を
ふ
ま
え
て
、
妾
が
正
室
を
し
り
ぞ
け
る

意
を
寓
す
る
の
だ
ろ
う
。
前
漢
の
班
�
�｢

自
悼
賦｣

に
も
、｢
緑
衣
と
白
華
、
古
よ
り
之
有
り｣

な
ど
と
あ
る
。

○
屑
骨

粉
骨
し
て
努
力
す
る
、
の
意
か
。

○
廓
処

ひ
と
り
孤
独
に
す
ご
す
。
江
淹
よ
り
後
の
ひ
と
だ
が
、
伏
挺
の

｢

致
徐
勉
書｣

に

｢

加
う
る
に
静
居
し
廓
処
し
、
影
を
顧
か
え
り
みる

も
酬む
く

ゆ
る
莫
き
を
以
て
す｣

と
い
う
用
例
が
あ
る
。

○
畏
松
柏
之
無
余

班
�
�｢

自
悼
賦｣

の

｢

願
わ
く
ば
骨
を
山
足
に
帰
し
て
、
松
柏
の
余
休
に
依
ら
し
め
ん
を｣

を
模
し
た
表
現
だ
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ろ
う
。

○
若
使
明
鏡
前
兮
、
碎
孤
雁
之
錦
翼

典
拠
未
詳
。
あ
る
い
は
范
泰

｢

鸞
鳥
詩
序｣

の
つ
ぎ
の
よ
う
な
話
柄
を
、
ふ
ま
え
る
の
か
も
し

れ
な
い
。
む
か
し
�

け
い

賓ひ
ん

王
が
一
羽
の
鸞
鳥
を
手
に
い
れ
、
か
わ
い
が
っ
た
が
三
年
た
っ
て
も
鳴
き
声
を
あ
げ
な
か
っ
た
。
夫
人
が

｢

鳥
は
仲

間
を
み
る
と
声
を
あ
げ
る
そ
う
で
す
。
鏡
に
う
つ
し
て
み
た
ら
い
か
が
で
す
か｣

と
い
っ
た
。
そ
こ
で
王
が
鏡
を
鸞
鳥
の
前
に
お
い
た
。
す

る
と
、
鸞
鳥
は
鏡
に
映
じ
た
自
分
の
姿
を
み
る
や
、
つ
れ
あ
い
だ
と
勘
違
い
し
て
、
か
な
し
げ
な
声
を
あ
げ
、
す
ぐ
息
た
え
て
し
ま
っ
た

(『

芸
文
類
聚』

巻
九
〇)

。

(

５)
｢

麗
色
賦｣

へ
の
注
釈
は
以
下
の
と
お
り
。

○
楚
臣
既
放

『
楚
辞』

漁
父
に

｢

屈
原
既
に
放は
な

た
れ
て
、
江
潭
に
遊
ぶ｣

を
模
し
た
表
現
だ
ろ
う
。

○
魂
往
江
南

『
楚
辞』

招
魂
に

｢

魂
よ
帰
り
来
れ
、
江
南
哀
し｣

と
あ
る
。

○
巫
史

『

楚
辞』

招
魂
で
は
、
巫
陽
と
い
う
か
ん
な
ぎ
が
登
場
し
て
、
屈
原
の
魂
を
よ
び
よ
せ
て
い
る
。
江
淹
は
そ
の
手
法
を
模
し

て
、
こ
の

｢

巫
史｣

に

｢

説｣

を
か
た
ら
せ
る
形
式
を
と
っ
た
の
だ
ろ
う
。

○
絶
代
独
立

李
延
年

｢

歌｣

の

｢
北
方
に
佳
人
有
り
、
絶
世
に
し
て
独
り
立
つ｣

を
ふ
ま
え
る
。

○
東
鄰
之
佳
人

宋
玉

｢

登
徒
子
好
色
賦｣
の

｢

天
下
の
佳
人
は
…
…
臣
の
東
家
の
子
に
若し

く
は
莫
し｣

に
も
と
づ
く
。

○
其
始
見
也
、
其
少
進
也

宋
玉

｢

神
女
賦｣
の

｢

其
の
始
め
て
来
る
や
、
耀
乎
と
し
て
白
日
の
初
め
て
出
で
て
屋
梁
を
照
ら
す
が
若ご
と

く
、
其
の
少
し
く
進
む
や
、
皎し
ろ

き
こ
と
明
月
の
其
の
光
を
舒の

ぶ
る
が
若
し｣

を
模
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

○
叫
帝
�
而
延
佇

『

楚
辞』

離
騒
の

｢

吾

帝て
い

�
こ
ん

を
し
て
関か
ん

を
開
か
し
め
ん
と
す
れ
ば
、
�
し
ょ
う

闔こ
う

に
倚よ

り
て
予
を
望
む
。
時
に
曖あ
い

曖あ
い

と

し
て
其
れ
将ま
さ

に
罷き
わ

ま
ら
ん
と
す
。
幽
蘭
を
結
ん
で
延え
ん

佇ち
ょ

す｣

に
も
と
づ
い
た
表
現
。

○
比
之
無
色

宋
玉

｢

神
女
賦｣

の

｢

其
の
象
は
無
双
に
し
て
、
其
の
美
は
極
ま
り
無
し
。
毛
�
は
袂
に
て
�
さ
え
ぎ
り
て
、
程
式
す
る
に
足

ら
ず
。
西
施
も
面
を
掩お
お

い
て
、
之
に
比
ぶ
る
に
色
無
し｣

に
依
拠
し
た
も
の
。

○
当
衢
横
術

｢

衢
ち
ま
た
に
当
た
り
術み
ち

に
横よ
こ

た
り｣

と
解
し
た
。
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○
耀
邯
鄲
之
�
歩
、
媚
趙
北
之
鳴
瑟

左
思

｢

魏
都
賦｣

に

｢

邯
鄲
の
�し

歩ほ

、
趙
の
鳴め
い

瑟し
つ

あ
り｣

と
あ
る
の
に
依
拠
し
た
も
の
か
。

○
月
出
於
陳
歌

『

詩』

陳
風
月
出
の
詩
。
こ
の
詩
は
小
序
に
よ
る
と
、｢

好
色
を
刺そ
し

る
な
り
。
在
位
は
徳
を
好
ま
ず
、
美
色
を
説
よ
ろ
こ
べ
れ

ば
な
り｣

と
い
う
も
の
だ
と
い
う
。

○
感
蔓
草
於
衛
詩

『

詩』

鄭
風
野
有
蔓
草
の
詩
。
こ
の
詩
は
小
序
に
よ
る
と
、｢

君
の
沢た
く

は
下
に
流
れ
ず
し
て
、
民
は
兵
革
に
窮
ま
る
。

男
女
は
時
を
失
い
、
期
な
ら
ず
し
て
会
す
る
を
思
う｣

と
い
う
も
の
だ
と
い
う
。

○
気
炎
日
永
、
離
明
火
中

｢

気
は
日
永
に
炎あ
つ

く
、
離
は
火
中
に
明
る
し｣

と
解
し
た
。｢

日
永｣

は
夏
至
。｢

離｣

は
日
。『

易』

説
卦

に

｢

離
は
火
と
為
し
、
日
と
為
す｣

と
あ
る
。｢

火
中｣

は
、
こ
こ
で
は
星
の
名
。
夏
の
夜
、
南
の
空
に
み
え
る
。

○
楚
王
之
心
�

楚
王
が
夢
で
神
女
と
で
あ
い
、｢

私し

心し
ん

に
独
り
悦｣

ん
だ
と
い
う
話

(

宋
玉

｢

神
女
賦｣)

と
を
ふ
ま
え
る
の
だ
ろ
う
。

○
漢
女
之
情
空

『
列
仙
伝』

の
つ
ぎ
の
よ
う
な
話
を
ふ
ま
え
る
。
鄭
交
甫
が
漢
水
の
浜
で
二
仙
女
と
で
あ
い
、
歌
を
唱
和
し
あ
っ
て

美
珠
を
も
ら
う
。
だ
が
、
彼
が
そ
の
場
を
た
ち
さ
ろ
う
と
し
た
と
き
、
そ
の
美
珠
は
き
え
て
い
て
、
ふ
と
み
れ
ば
二
仙
女
の
姿
も
み
え
な
く

な
っ
て
い
た
。

○
新
台
之
青
楼

『

詩』

�
風
新
台
に
も
と
づ
く
。
衛
の
宣
公
を
そ
し
っ
た
詩
。
衛
の
宣
公
は
、
息
子
の
新
妻
が
美
人
だ
っ
た
の
で
、

こ
れ
を
う
ば
っ
て
新
台
の
青
楼

(

た
か
ど
の)
に
す
ま
わ
せ
た
と
い
う
。

○
上
宮
之
邃
閣

『

詩』

�
風
桑
中
に
も
と
づ
く
。
衛
の
風
紀
が
み
だ
れ
て
、
男
女
が
礼
を
や
ぶ
っ
て
勝
手
に
密
会
す
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
を
嘆
じ
た
詩
。｢

上
宮｣

は
、
そ
の
密
会
の
地
名
。｢

邃
閣｣

は
、[

密
会
用
の]

お
く
ま
っ
た
小
部
屋
。
上
句
と
正せ
い

対つ
い

を
な
す
と
す

れ
ば
、
麗
人
は
、｢

上
宮
之
邃
閣｣

を
よ
い
も
の
と
お
も
っ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
。

○
駐
髪
還
質

頭
髪
を
黒
色
に
と
ど
め
、
顔
つ
き
も
少
女
に
も
ど
る
、
の
意
。
下
句
の

｢

星
や
龍
に
の
っ
て
御
す
る｣

(

驂
星
馭
龍)

と

あ
わ
せ
る
と
、
こ
の
麗
人
は
仙
女
ふ
う
な
能
力
も
有
し
て
い
た
よ
う
だ
。

○
保
其
家
邦

『

詩』

大
雅
思
斎
に

｢[

文
王
の
徳
た
る
や]

寡
妻
を
刑
の
っ
と
ら
し
め
、
兄
弟
に
至
り
、
以
て
家
邦
を
御お
さ

む｣

と
あ
り
、
こ
れ

を
模
し
た
表
現
か
。
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○
耀
影
汰
跡
、
�
魂
灑
魄

｢

影
を
耀
か
が
や
か
し
跡
を
汰あ
ら

い
、
魂
を
�
さ
か

ん
に
し
魄
を
灑あ
ら

う｣

と
解
す
る
。｢

影｣

は
形
貌
、｢

汰｣
｢

灑｣

は
あ

ら
い
お
と
す
。｢

�｣

は

｢

栄｣

に
通
じ
、
さ
か
ん
に
す
る
、
の
意
と
解
し
た
。

(
６)

こ
の

｢

麗
色
賦｣

に
つ
い
て
は
、
定
情

(

欲
情
を
し
ず
め
る)

の
賦
系
統
の
作
だ
と
み
な
す
見
か
た
も
あ
る
よ
う
だ

(『

江
文
通
校
注』

二

七
八
頁)

。
し
か
し
、
そ
れ
は
是ぜ

に
あ
ら
ず
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
こ
の
賦
中
に
は
、
た
ぐ
い
ま
れ
な
美
人
が
登
場
し
て
は
い
る
。

だ
が
そ
れ
は
、
禁
欲
の
対
象
と
し
て
叙
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
不
遇
に
く
る
し
む
作
者

(

江
淹)

自
身
の
姿
が
、
濃
厚
に
投
影
さ
れ
た

存
在
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
賦
は
、
懐
才
不
遇
が
主
題
で
あ
っ
て
、
定
情
の
賦
系
統
の
作
な
ど
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
っ
て
よ
か
ろ

う
。

(

７)

こ
の

｢

青
苔
賦｣
に
対
し
て
は
、
呉
丕
績
以
下
の
諸
家
が
そ
ろ
っ
て
呉
興
時
代
の
作
と
す
る
。
と
い
う
の
も
、
序
文
に

｢

鑿
山
楹
為
室｣

(

山
中
の
岩
石
を
け
ず
っ
て
岩
屋
を
住
ま
い
に
す
る
、
の
意
。
も
と
は

『

楚
辞』

哀
時
命
の
語
句
で
あ
る)

と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
句

は
、
や
は
り
呉
興
時
代
に
つ
く
ら
れ
た

｢

鑿
山
楹
為
室
、
永
与
�
�
為
群｣

(

被
黜
為
呉
興
令
辞
箋
詣
建
平
王)

や

｢

臨
虹
�
以
築
室
、
鑿

山
楹
以
為
柱｣

(

待
罪
江
南
思
北
帰
賦)

と
よ
く
似
て
お
り
、
お
そ
ら
く
同
時
期
の
作
だ
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
賦
は
感
情
面

で
は
、
や
や
お
ち
つ
い
た
感
じ
を
有
す
る
の
で
、
呉
興
に
到
着
し
て
か
ら
、
し
ば
ら
く
た
っ
て
か
ら
の
作
だ
ろ
う
。

(

８)
｢

青
苔
賦｣

へ
の
注
釈
は
以
下
の
と
お
り
。

○
横
澗
俯
視

｢

俯
視
横
澗｣

(

俯ふ

し
て
横
澗
を
視
る)

の
倒
置
だ
ろ
う
。

○
崩
壁
仰
顧

｢

仰
顧
崩
壁｣

(

仰あ
お

い
で
崩
壁
を
顧
か
え
り
みる｣

の
倒
置
だ
ろ
う
。

○
異
人

｢

道
士｣

と
対
比
か
ら
、
こ
こ
も
同
種
の
人
び
と
を
さ
す
の
だ
ろ
う
。
隠
者
ら
、
と
訳
し
て
お
い
た
。

○
鏡
帯
湖
沼

｢

鏡
の
ご
と
く
湖
沼
に
帯お

び
た
り｣

と
解
し
た
。

○
錦
匝
池
林

｢

錦
の
ご
と
く
池
林
に
匝め
ぐ

る｣

と
解
し
た
。

○
游
梁
之
客
、
徒
馬
疲
而
不
能
去

梁
孝
王
が
、
遊
説
の
士
を
周
囲
に
あ
つ
め
た
故
事
を
ふ
ま
え
る
。『

漢
書』

司
馬
相
如
伝
に

｢

梁
孝

王
来
朝
す
る
や
、
游
説
の
士
の
斉
人
鄒
陽
、
淮
陰
枚
乗
、
呉
厳
忌
夫
子
ら
の
徒
を
従
う
。[

司
馬]

相
如
見
て
之
を
説
よ
ろ
こ
ぶ
。
因
り
て
病
も
て
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免
れ
、
梁
に
客
游
し
、
諸
侯
の
游
士
と
居
る
を
得
た
り｣

と
あ
る
。
下
句
は
、
鄒
陽
や
枚
乗
た
ち
が
、
彼
の
そ
ば
を
は
な
れ
な
か
っ
た
、
と

い
う
こ
と
か
。

○
兔
園
之
女
、
雖
蚕
飢
而
不
自
禁

枚
乗
の

｢

梁
王
菟
園
賦｣

に

｢

嘉
客
を
見
て
帰
る
能
わ
ず
。
桑
萎な

え
蚕
飢う

え
た
り
。
中
人
望
む
も

�
何
い
か
ん

せ
ん｣

と
あ
る
の
を
ふ
ま
え
る
の
だ
ろ
う
。

○
零
露
下
兮
在
梧
楸
、
有
美
一
人
兮
欷
以
傷

『

詩』

鄭
風
野
有
蔓
草
に

｢

野
に
蔓ま
ん

草そ
う

有
り
。
零れ
い

露ろ

�
た
ん

た
り
。
美
な
る
一
人
有
り
。
清

揚
婉え
ん

た
り
。
邂
逅
し
て
相あ
い

遇あ

は
ば
、
我
が
願
い
に
適か
な

わ
ん｣

と
あ
る
。
ま
た

『

詩』

陳
風
沢
陂
に

｢

彼
の
沢
の
陂
つ
つ
み
、
蒲が
ま

と
荷は
す

と
有
り
。
美
な

る
一
人
有
り
。
傷お
も

え
ど
も
之
を
如
何
せ
ん
。
寤ご

寐び

為
す
無
く
、
涕
泗
滂
沱
た
り｣

と
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
の
美
人
は
、
よ
き
伴
侶
が
出

現
せ
ぬ
の
を
か
な
し
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
。

○
崩
隍

『

易
経』
泰
山
卦
に

｢

城

[

く
ず
れ
て]

隍ほ
り

に
復か
え

る｣

と
あ
る
。
隍
の
土
で
つ
く
っ
た
城
壁
が
、
く
ず
れ
て
も
と
の
隍
の
土

に
な
っ
て
し
ま
う
、
の
意
。

○
毀
塚

『

詩』

小
雅
十
月
之
交
に

｢

百
川
沸
騰
し
、
山
冢
�
こ
と
ご
とく
崩
る｣

と
あ
る
の
を
ふ
ま
え
た
表
現
だ
ろ
う
。｢

冢｣

は
、
山
の
い
た

だ
き
。

○
彼
木
蘭
与
豫
章
、
既
中
繩
而
獲
夭

｢
中
繩｣

は
、
樹
木
が
墨
縄
に
あ
て
ら
れ
る
、
つ
ま
り
適
合
し
、
有
用
で
あ
る
の
意
。『

荘
子』

逍
遙
遊
に

｢

吾
に
大
樹
有
り
。
人
は
之
を
樗ち
よ

と
謂
う
。
其
の
大
本
は
擁
腫
し
て
縄
墨
に
中あ
た

ら
ず
。
其
の
小
枝
は
巻
曲
し
て
規き

矩く

に
中
ら
ず
。

之
を
塗み
ち

に
立
つ
れ
ば
、
匠
者
顧
み
ず｣

と
あ
る
。

○
及
薜
�
与
�
蕪
、
又
懐
芬
而
見
表

｢

薜
�｣

｢

�
蕪｣
は
と
も
に
香
草
の
名
。
張
衡

｢

南
都
賦｣

に

｢

其
の
香
草
に
は
則
ち
薜へ
い

�
れ
い

、

�
若
、
薇
蕪
、
�
、
萇
有
り
。
�
あ
ん

曖あ
い

蓊お
う

蔚う
つ

と
し
て
、
芬
を
含
み
芳
を
吐
く｣

と
あ
る
。

(

９)
｢

石
劫
賦｣

へ
の
注
釈
は
以
下
の
と
お
り
。

○
春
而
発
華

郭
璞

｢

江
賦｣

に
も

｢

石
劫
は
節
に
応
じ
て
葩は
な

を
揚あ

ぐ｣
と
あ
る
。
ど
う
や
ら
当
時
、
石
劫
は
貝
で
は
あ
る
も
の
の
、

花
を
さ
か
せ
る
と
い
う
誤
解
が
ひ
ろ
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
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○
具
品
色
於
滄
溟

｢

品
色
を
滄そ
う

溟め
い

に
具そ
な

う｣

と
解
し
た
。｢

品
色｣

は
等
級
の
意
で
あ
り
、｢

自
分
は
、
そ
れ
な
り
の
等
級
を
有
し
て

い
る｣

と
、
石
劫
が
自
慢
し
て
い
る
意
と
と
っ
た
。
こ
う
し
た
擬
人
的
表
現
は
、
序
文
で
い
う

｢

戯
書｣

(

た
わ
む
れ
に
か
い
た)

な
の
だ

ろ
う
。

○
爐
天
而
鑄
物

天
地
の
炉
の
な
か
で
物

(

石
劫)

と
し
て
鋳
造
さ
れ
た
、
の
意
。
賈
誼

｢

�
鳥
賦｣

に
、｢

夫
れ
天
地
を
鑪ろ

と
為
し
、

造
化
を
工

た
く
み
と
為
す
。
陰
陽
を
炭
と
為
し
、
万
物
を
銅
と
為
す
。
合
散
消
息
し
、
安
ん
ぞ
常
則
有
ら
ん
。
千
変
万
化
し
て
、
未
だ
始
め
よ
り
極

ま
り
有
ら
ず｣

と
あ
る
の
を
下
敷
き
に
し
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ
こ
の
句
、
下
の

｢

翕
化
而
染
霊｣

句
と
も
ど
も
、
石
劫
の
生
ま
れ
を
か
た
る

に
は
、
い
さ
さ
か
大
仰
な
叙
し
か
た
で
あ
り
、
こ
れ
も

｢

戯
書｣

の
一
環
だ
と
お
も
わ
れ
る
。

○
委
羽
、
窮
髮

と
も
に
極
北
の
不
毛
の
地
。

○
日
照
水
而
東
升
、
山
出
波
而
隠
沒

こ
の
二
句
は
難
解
だ
が
、
諸
注
釈
に
し
た
が
っ
て
、｢

日
東
升
而
照
水
、
山
隠
沒
而
出
波｣

(

日

の
東
に
升の
ぼ

れ
ば

[

石
劫
は]
水
よ
り
照
ら
し
、
山
の
隠
れ
沒
す
れ
ば

[

石
劫
は]

波
よ
り
出
づ｣

の
意
に
解
し
た
。

○
去
海
人
之
仄
陋
、
充
公
子
之
嘉
客

こ
こ
の

｢

辺
鄙
な
海
沿
い
に
す
む
連
中｣

(

海
人
之
仄
陋)

と
は
、
呉
興
沿
海
部
に
す
む
漁
師
た

ち
を
さ
す
の
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
二
句
は
、｢

自
分
は
は
や
く
辺
鄙
な
呉
興
の
地
を
さ
っ
て
、
劉
景
素
の
も
と
に
か
え
り
た
い｣

の

意
を
寓
し
て
い
る
の
だ
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。

○
委
身

こ
こ
で
は
、[

劉
景
素
に]

お
仕
え
す
る
、
の
意
を
寓
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

(

�)
｢

四
時
賦｣

の
冒
頭
に
は
、｢

北
方
か
ら
の
旅
人
で
あ
る
私
は
、
い
つ
も
す
す
り
な
き
、
深
山
の
岩
屋
で
さ
び
し
い
日
々
を
す
ご
し
て
い
る｣

(

原
文
は

｢

北
客
長
欷
、
深
壁
寂
思｣)

と
あ
る
。
さ
ら
に
内
容
か
ら
み
て
、
こ
の
賦
の
執
筆
時
点
で
、
江
淹
は
呉
興
で
四
時

(

春
夏
秋
冬)

を
す
ご
し
て
い
る
よ
う
だ
。
す
る
と
、
こ
の
賦
の
創
作
時
期
は
、
呉
興
左
遷
二
年
目

(

元
徽
三
年

四
七
五)

の
秋
以
降
だ
と
み
な
し
て
よ

か
ろ
う
。

(

�)
｢

四
時
賦｣

へ
の
注
釈
は
以
下
の
と
お
り
。

○
空
床
連
流

ひ
と
り
ぼ
っ
ち
の
寝
台
で
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
い
る
、
の
意
。｢
空
床｣

は
、
妻
が
お
ら
ぬ
意
を
暗
示
す
る
の
だ
ろ
う
。
江
淹
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は
妻
の
劉
氏

[

と
子
ど
も
た
ち]

を
京
口
に
お
き
、
単
身
で
呉
興
に
赴
任
し
て
い
た
。
こ
の
と
き
妻
は
ま
だ
京
口
で
い
き
て
い
た
が
、
翌
年

に
は
病
死
し
て
し
ま
っ
た
。

○
圭
�

く
ぐ
り
戸
。
こ
こ
で
は
、
江
淹
が
独
居
す
る
陋
屋
の
意
で
つ
か
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

○
臨
飛
鳥
而
魄
絶
、
視
浮
雲
而
意
長

『

楚
辞』

九
章
思
美
人
の

｢

言
を
浮
雲
に
寄
せ
ん
と
願
い
、
豊
隆
に
遇あ

う
も
将
し
た
が
わ
れ
ず
。
帰
鳥

に
因
り
て
辞
を
致
さ
ん
と
す
る
も
、
羌あ

あ

迅は
や

く
高
く
し
て
当あ

た
り
難が
た

し｣

を
ふ
ま
え
た
も
の
。

○
眷
庭
中
之
梧
桐

｢

梧
桐｣

は
音
通
で

｢

吾
童｣

を
さ
す
。
す
る
と
こ
の
句
は
、[

現
実
に
は
い
な
い]

庭
中
の
わ
が
息
子
を
か
え
り

み
る
、
の
意
と
な
ろ
う
。

○
念
機
上
之
羅
�

｢

羅
�｣

は
細
絹
の
意
で
、
暗
に
妻
を
さ
す
。
す
る
と
こ
の
句
は
、[

現
実
に
は
い
な
い]

機
上
の
わ
が
妻
を
お
も

う
、
の
意
と
な
ろ
う
。
秋
の
一
日
、
単
身
赴
任
の
江
淹
は
、
妻
子
の
こ
と
を
お
も
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

○
冬
陰
北
辺

江
淹
赴
任
し
て
い
る
建
安
郡
呉
興
は
、
建
康
よ
り
南
方
な
の
で

｢

北
辺｣

に
は
あ
た
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
北
地
で
は

こ
う
だ
ろ
う
と
想
像
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
か
。

○
軫
琴
、
戛
瑟

と
も
に
、
琴
を
ひ
く
の
意
。

(

�)
｢

空
青
賦｣

へ
の
注
釈
は
以
下
の
と
お
り
。

○
東
国

中
国
東
方
の
斉
魯
な
ど
を
さ
す
が
、
こ
こ
で
は
下
句
の

｢

西
極｣

(

西
辺
の
地)

と
対
応
し
て
、
東
方
の
文
明
国
ぐ
ら
い
の
意

だ
ろ
う
。

○
自
非

｢

断
異
鐫
奇｣

ま
で
か
か
る
。｢

…
…
異
を
断
ち
奇
を
鐫う
が

つ
に
非あ
ら

ざ
る
よ
り
は
、
能
く
…
…
す
る
を
得
ん
や｣

の
構
文
で
あ
る
。

○
陽
谷
、
�
�

と
も
に
古
書
や
古
伝
説
に
あ
ら
わ
れ
る
、
遥
遠
の
地
の
名
。
陽
谷

(

暘
谷)

は
日
が
の
ぼ
る
地
、
�
�
は
日
が
し
ず

む
地
だ
と
い
う
。
以
下
の

｢

西
海｣

｢

炎
州｣

｢

都
広｣

｢

番
禺｣

｢

八
極｣

｢
四
荒｣

も
、
お
な
じ
く
遠
地
の
名
で
あ
る
。

○
銀
台
之
鳥

西
王
母
の
す
ま
う
地
が

｢

銀
台｣

。
そ
の
西
王
母
の
信
使
の
役
を
は
た
す
青
鳥
が
、
こ
こ
の

｢

鳥｣

だ
ろ
う
。

○
穆
王
之
馬

周
穆
王
が
の
っ
て
い
た
八
頭
の
駿
馬
。
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○
咫
尺
八
極
、
鏡
見
四
荒

と
も
に
尺
幅
千
里

(

ち
い
さ
な
絵
に
広
大
な
風
景
を
え
が
く)

を
い
う
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
可
能
に
し
て

い
る
の
が
、
空
青
な
の
で
あ
る
。

○
雲
煙
始
出
、
日
月
既
張

空
青
で
え
が
い
た
絵
で
は
、
雲
煙
が
あ
ら
わ
れ
た
り
、
日
月
が
か
が
や
い
た
り
し
て
い
る
こ
と
。
こ
こ
で

は
、
自
然
の
微
細
な
動
き
ま
で
描
写
で
き
る
と
い
う
こ
と
か
。

○
惟
此
青
墨
、
所
以
造
之

｢

惟
だ
此
の
青
墨
の
み
、
以
て
之
を
造え
が

く
所
な
り｣

と
解
し
た
。

○
雖
楚
之
夏
姫
…
…
方
�
紅
華
与
素
儀

こ
の

｢

雖｣

は

｢

魂
飛
心
離｣

ま
で
か
か
る
。｢

楚
の
夏
姫
と
…
…
ら
は
、[

貴
顕
を
し
て]

溺
愛
し
て
意
を
靡な

く
し
、
魂
飛
び
心
離
れ
し
む
と
雖
も
、
青
�
も
て
藻
飾
と
為
す
を
候ま

ち
て
、
方
に
紅
華
と
素
儀
と
を
�
あ
か

く
せ
り｣

と
解
し

た
。｢

青せ
い

�
わ
く｣

は
空
青
の
こ
と
だ
ろ
う
。

(

�)

松
浦
史
子

｢

江
淹

〈

五
色
の
筆〉

新
考
―
山
海
経
・
郭
璞
の
系
譜
か
ら
―｣

(｢

中
国
詩
文
論
叢｣

第
二
一
集

二
〇
〇
二
。
の
ち
、『

漢
魏

六
朝
に
お
け
る
山
海
経
の
受
容
と
そ
の
展
開』

〈

汲
古
書
院

二
〇
一
二〉

に
収
録)

に
よ
る
。

参
考
文
献

本
稿
は
、
内
容
的
に
前
稿

｢

江
淹
評
伝｣

を
つ
ぎ
、
い
さ
さ
か
補
足
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
前
稿
の
末
尾
に
あ
げ
た
参
考
文
献

は
、
ひ
き
つ
づ
き
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
そ
れ
に
く
わ
え
て
、
本
稿
で
と
く
に
参
照
し
た
も
の
を
、
以
下
に
あ
げ
て
お
こ
う
。

○
馮
明
徳

｢

略
論
江
淹
賦
的
悲
情
審
美｣

(｢

甘
粛
教
育
学
院
学
報｣

一
九
九
八

二)

○
劉
濤

｢

江
淹
辞
賦
悲
愁
怨
恨
主
題
分
析｣

(｢

棗
莊
師
範
専
科
学
校
学
報｣

二
〇
〇
三
―
四)

○
郭
建
�｢

論
南
朝
女
性
題
材
辞
賦
的
貴
族
化｣

(｢

中
国
文
化
研
究｣
二
〇
〇
四
夏
之
巻)

○
林
晨

｢

江
淹
抒
情
小
賦
的
美
学
意
蘊｣

(｢

安
慶
師
範
学
院
学
報｣

二
〇
〇
七
―
六)

○
劉
占
召

｢

試
論
楚
辞
対
江
淹
文
学
創
作
的
影
響｣

(｢

許
昌
学
院
学
報｣

二
〇
〇
八
―
一)

○
于
浴
賢

｢

論
江
淹
貶
謫
�
地
賦
的
価
値
和
意
義｣

(

�
江
学
院
学
報｣

二
〇
一
二
―
四)
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○
黄
妙
芸

｢

論
江
淹
三
篇
賦
中
女
性
形
象
的
継
承
与
創
新｣

(｢

文
教
資
料｣

二
〇
一
四
―
一
八)

○
時
国
強

｢

江
淹
対
楚
辞
的
学
習
与
運
用｣

(｢

渭
南
師
範
学
院
学
報｣

二
〇
一
四

二
一)
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