
本
稿
は
、
梁
の
簡
文
帝
こ
と
蕭
し
ょ
う

綱こ
う

、
あ
ざ
な
は
世せ
い

�
さ
ん(

五
〇
三
〜

五
五
一
、
在
位
五
四
九
〜
五
五
一)
の
書
簡
文

｢

与
湘
東
王
書｣

(

湘

東
王
に
与
う
る
書)

を
よ
ん
で
、
そ
の
気
づ
き
を
札
記
ふ
う
に
ま
と
め

た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
作
は
中
大
通
三
年

(

五
三
一)

、
皇
太
子
に
な
っ
た
ば
か
り
の

蕭
綱

(

建
康
に
す
む)

が
、
江
陵
か
ら
書
簡
を
お
く
っ
て
き
た
弟
の
蕭

繹え
き(

五
〇
八
〜
五
五
五)

に
む
け
、
そ
の
返
書
と
し
て
つ
づ
っ
た
も
の

で
あ
る
。
蕭
繹
は
の
ち
に
即
位
し
て
元
帝

(

在
位
五
五
一
〜
五
五
四)

と
な
る
が
、
こ
の
時
点
で
は
湘
東
王
だ
っ
た
。
こ
の
書
簡
を
つ
づ
っ
た

と
き
、
蕭
綱
は
二
十
九
歳
、
蕭
繹
は
二
十
四
歳
。
と
も
に
文
学
ず
き
の

皇
子
で
あ
っ
た

(

以
上
の
執
筆
年
や
年
齢
は
、
下
の

『

年
譜』

に
依
拠

し
た
。
た
だ
し
執
筆
年
に
つ
い
て
は
、
異
説
も
あ
る
。
詳
細
は
別
稿
で

の
べ
る
予
定)

。

こ
の
蕭
綱

｢

与
湘
東
王
書｣

は
、『

梁
書』

巻
四
十
九
文
学
列
伝
�

肩
吾
伝
、『

南
史』

巻
五
十
�
肩
吾
伝
、
そ
し
て

『

芸
文
類
聚』

巻
七

十
七
の
三
書
に
引
用
さ
れ
て
、
現
在
に
つ
た
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
三
書

で
の
引
用
は
、
多
寡
さ
ま
ざ
ま
に
刪
削
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ

も
完
全
な
も
の
で
な
い
よ
う
だ
。
本
稿
で
は
右
の
う
ち
、
省
略
が
も
っ

と
も
す
く
な
い

『

梁
書』

所
引
の
も
の

(

中
華
書
局
の
校
点
本)

を
、

テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
し
た
。
た
だ
し
、
分
段
と
句
読
点
に
関
し
て
は
、

私
意
で
変
更
し
て
い
る
の
で
、
ご
留
意
い
た
だ
き
た
い
。

こ
の
札
記
で
は
、
字
句
の
出
所
や
行
文
の
あ
り
か
た
に
注
目
し
つ
つ
、

作
者
の
心
配
り
を
明
確
に
す
る
よ
う
つ
と
め
た
。
と
く
に
表
現
が
ど
の

よ
う
に
く
ふ
う
さ
れ
、
字
句
が
ど
の
よ
う
に
布
置
さ
れ
て
い
る
か
に
つ

い
て
は
、
せ
い
ぜ
い
意
を
は
ら
っ
て
吟
味
し
、
自
分
な
り
の
考
え
を
の

べ
る
よ
う
つ
と
め
た
。
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読
解
を
す
す
め
る
に
さ
い
し
、
以
下
の
注
釈
や
論
文
を
参
照
し
た
。

王
文
濡

『

南
北
朝
文
評
註
読
本』

(

以
下
、『

読
本』)

、
高
歩
瀛

『

南
北

朝
文
挙
要』

(

以
下
、『

挙
要』)

、
森
野
繁
夫

｢

簡
文
帝
の
文
章
観｣

(『

六
朝
詩
の
研
究』

所
収
。
以
下
、『

森
野』)

、
林
田
慎
之
助

｢

蕭
綱

の
与
湘
東
王
書
を
め
ぐ
っ
て｣

(『

中
国
中
世
文
学
評
論
史』

所
収
。
以

下
、『

林
田』)

、
清
水
凱
夫

｢

簡
文
帝
蕭
綱
与
湘
東
王
書
考｣
(｢

立
命

館
文
学

白
川
静
博
士
古
稀
記
念
中
国
文
史
論
叢｣

以
下
、『

清
水』)

、

岡
村
繁

｢

文
選
と
玉
台
新
詠｣

(『
文
選
の
研
究』

所
収
。
以
下
、『

岡

村』)

、『

二
十
四
史
全
訳
―
梁
書』

(
以
下
、『

梁
訳』)

、『

二
十
四
史
全

訳
―
南
史』

(

以
下
、『

南
訳』)

、
呉
光
興

『
蕭
綱
蕭
繹
年
譜』

(

以
下
、

『

年
譜』)

、『

中
華
古
文
論
釈
林
・
魏
晋
南
北
朝
巻』

(
以
下
、『

釈
林』)

。

こ
れ
ら
の
著
者
の
か
た
が
た
に
、
あ
つ
く
御
礼
も
う
し
あ
げ
る
。

第
一
段

近
況
報
告

吾
輩
亦
無
所
遊
賞
、
止
事
披
閲
。

私
た
ち
も

[

お
ま
え
た
ち
と
ど
う
よ
う]

外
を
で
あ
る
く
こ

と
も
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
内
で
本
を
よ
ん
で
ば
か
り
だ
。
な
か
で

も
私
は
、
う
ま
れ
つ
き
詩
文
が
す
き
な
も
ん
だ
か
ら
、
よ
く
短

詩
を
つ
く
っ
て
い
る
。
あ
ま
り
よ
い
出
来
で
は
な
い
が
、
や
め

ら
れ
な
い
。
腕
を
撫
す
る
詩
の
手て

練だ

れ
に
は
、
は
ず
か
し
い
か

ぎ
り
で
、
ま
っ
た
く
以
前
と
か
わ
り
ば
え
し
な
い

[

で
下
手
な

ま
ま
だ]

よ
。

こ
の
第
一
段
は
、
い
き
な
り
自
分
の
近
況
報
告
で
は
じ
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
時
期
で
は
、
い
く
ら
遠
慮
の
な
い
身
内
へ
の
返
書
で
あ
っ
て
も
、

こ
う
し
た
開
始
の
し
か
た
は
あ
り
え
ず
、
文
頭
に
時
候
の
あ
い
さ
つ
や

相
手
の
安
否
う
か
が
い
の
字
句
が
、
布
置
さ
れ
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る

(

拙
稿

｢

六
朝
書
簡
文
の
書
式
に
つ
い
て
―
昭
明
太
子
十
二
月
啓
を
中

心
に
―｣

〈｢

中
国
詩
文
論
叢｣

第
八
集

一
九
八
九〉

を
参
照)

。
す

る
と
こ
の

｢

与
湘
東
王
書｣

で
も
、
そ
の
種
の
文
章
が
文
頭
に
あ
っ
た

の
だ
が
、『

梁
書』

等
に
引
用
さ
れ
る
さ
い
、[

あ
ま
り
重
要
で
な
い
と

し
て]

省
略
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
、
と
か
ん
が
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

で
は
省
略
さ
れ
た
の
は
、
時
候
あ
い
さ
つ
や
安
否
う
か
が
い
だ
け
か

と
い
え
ば
、
そ
う
で
も
な
さ
そ
う
だ
。
詳
細
は
別
稿
に
ゆ
ず
る
が
、
こ

の
蕭
綱
の
返
書
は
、『

芸
文
類
聚』

巻
七
十
七
へ
の
引
用
で
も
わ
か
る

よ
う
に
、｢
答
湘
東
王
和�

受�

試�

詩�

書｣
(｢

湘
東
王
の
〈
受
戒
詩
に
和
す
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る
〉
に
答
う
る
書｣

。｢

受
試｣

は

｢

受
戒｣

の
誤
り
と
さ
れ
る)

と
も

称
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
そ
の
標
題
か
ら
す
る
と
、
蕭
繹
か
ら
の
兄
あ

て
書
簡

(
何
篇
が
残
存
す
る
が
、
こ
の
と
き
の
も
の
は
佚
の
よ
う
だ)

に
は
、
ど
う
や
ら
繹
自
身
の

｢

和
受
戒
詩｣

(

蕭
綱

｢

受
戒
詩｣

に
和

し
た
詩)

が
同
封
さ
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る

(『

清
水』

『

年
譜』

参

照)

。
だ
が
、
い
ま
読
解
し
て
い
る
蕭
綱
の
返
書

｢

与
湘
東
王
書｣

に

は
、
弟
の

｢

和
受
戒
詩｣
に
関
す
る
話
題
が
ま
っ
た
く
叙
さ
れ
て
い
な

い
。
す
る
と
蕭
綱
返
書
の
文
頭
に
は
、
時
候
の
あ
い
さ
つ
な
ど
と
と
も

に
、
そ
の
蕭
繹

｢

和
受
戒
詩｣

へ
の
感
想

(

た
ぶ
ん
褒
辞)

が
の
べ
ら

れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
内
容
の
考
察
に
は
い
ろ
う
。
ま
ず
初
句｢
吾�

輩�

亦
無
所
遊
賞｣

の｢

吾
輩｣

に
注
目
し
よ
う
。
こ
の
語
は『

梁
訳』
が｢
我
們
這
些
人｣

と
訳
す
よ
う
に
、
複
数
の

｢

私
た
ち｣

だ
と
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
第

三
段
で

｢

吾�

既
拙
於
為
文｣
(

吾

既
に
文
を
為つ
く

る
に
拙
し)
と
あ
る

よ
う
に
、
蕭
綱
は

｢

吾
輩｣

(

私
た
ち)

と

｢

吾｣
(

私)

と
を
つ
か
い

わ
け
て
い
る
か
ら
だ
。

で
は

｢

我
們
這
些
人｣

(

私
た
ち)

と
は
、
だ
れ
を
さ
す
の
か
。
そ

れ
は
お
そ
ら
く
、
こ
の
書
簡
を
引
用
す
る
直
前
に
名
を
あ
げ
ら
れ
て
い

た

(『

梁
書』

�
肩
吾
伝)

、
以
下
の
側
近
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
立
太

子
ま
え
か
ら
親
近
さ
れ
て
い
た
�
肩
吾
、
徐
�
、
陸
杲
、
劉
遵
、
劉
孝

儀
、
劉
孝
威
。
そ
し
て
立
太
子
以
後
、
文
徳
省
の
学
士
に
え
ら
ば
れ
た

�
肩
吾
の
子
の
�
信
、
徐
�
の
子
の
徐
陵
、
張
長
公
、
傅
弘
、
鮑
至
た

ち
で
あ
る
。
文
学
ず
き
の
蕭
綱
は
当
時
、[

地
方
へ
の
転
出
で
欠
け
る

メ
ン
バ
ー
も
い
た
だ
ろ
う
が]

彼
ら
を
そ
ば
に
は
べ
ら
せ
て
、
文
雅
な

集
い
を
ひ
ら
い
て
い
た
よ
う
だ
。｢

亦｣

は
、
お
ま
え
た
ち

(

蕭
繹
と

そ
の
周
辺
の
文
人)

と
お
な
じ
く
、
の
意
だ
ろ
う
。

初
句
の

｢

遊
賞｣

と
第
二
句

｢

止
事
披
閲｣

の

｢

披
閲｣

と
は
、
対

照
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る

(｢

無
所
遊
賞｣

と

｢

止
事
披
閲｣

を
対
偶

と
み
な
す
こ
と
も
可)

。
す
る
と

｢

遊
賞｣

は
室
外
で
山
水
に
あ
そ
ぶ

こ
と
、｢

披
閲｣

は
室
内
で
読
書
や
文
学
に
は
げ
む
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ

れ
い
う
の
だ
ろ
う
。
第
三
句

｢

性
既
好
文｣

(

う
ま
れ
つ
き
詩
文
が
す

き
な
も
ん
だ
か
ら)

は
、｢

そ
う
し
た
読
書
や
文
学
好
き
の
メ
ン
バ
ー

の
な
か
で
、
自
分
は
と
く
に｣

と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
だ
と
お
も
わ
れ
る
。

つ
づ
く

｢

雖
是
庸
音｣

句
の

｢

雖
是｣

は
、
や
や
口
語
的
な
語
。
ま

た
｢

庸
音｣

は
つ
ま
ら
ぬ
詩
歌
の
意
だ
が
、
も
と
よ
り
謙
遜
だ
ろ
う
。

こ
の

｢

庸
音｣

の
語
、
陸
機

｢

文
賦｣

の

｢

故
�
�
於
短�

垣
、
放
庸�

音�

以
足
曲｣

(
だ
か
ら
短
篇
で
も
完
成
で
き
ず
、
つ
ま
ら
ぬ
字
句
で
ま
に

あ
わ
せ
る
だ
け
、
の
意)

を
意
識
し
た
も
の
か

(

と
も
に
文
学
を
音
楽

261



に
比
擬
す
る)

。
と
す
れ
ば
直
前
の
句

｢

時
復
短
詠｣

の

｢

短�

詠｣

も
、

｢

文
賦｣
の

｢

短�

垣｣
(｢

短
韻｣

と
す
る
テ
キ
ス
ト
も
あ
り)

か
ら
ヒ

ン
ト
を
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

｢

有
慚
伎
癢
、
更
同
故
態｣

二
句
は
、
な
か
な
か
解
釈
が
む
つ
か
し

い
。『

読
本』

は
こ
の
二
句
に
、｢

伎ぎ

癢よ
う

す
れ
ば
則
ち
旋つ
い

で
故
態
に
復か
え

る

を
言
う｣

と
注
し
て
い
る

(｢

伎
癢｣

は

｢[

作
詩
の]

腕
ま
え
を
発
揮

し
た
く
て
む
ず
む
ず
す
る｣
の
意)

。『

梁
訳』

も
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
方
向

に
解
し
た
よ
う
で
、
こ
の
二
句
を

｢
伎
癢
時
雖
感
羞
慚
、
但
免
不
了
故

態
復
萌｣

(

詩
を
つ
く
り
た
く
て
む
ず
む
ず
し
た
と
き

[

自
分
の
腕
前

を]

は
ず
か
し
く
お
も
う
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
創
作
欲
は
お
さ
え
ら
れ

な
い
の
だ
よ)

と
訳
し
て
い
る
。
つ
ま
り

『

梁
訳』
は
こ
の
二
句
を
、

｢

雖
Ａ
、
但
Ｂ｣

(

Ａ
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
Ｂ
で
あ
る)
の
構
造
だ
と

解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、｢

雖｣

字
が
な
い
の
に
こ
う
解
す
る

の
は
、
す
こ
し
強
引
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
、
ま
た
意
味
の
と
り
か

た
も
、｢

有
慚
伎
癢｣

と
い
う
語
順
と
矛
盾
す
る
よ
う
で
あ
り
、
や
や

く
る
し
い
解
釈
の
よ
う
な
気
が
し
な
い
で
も
な
い
。

私
は
こ
の
二
句
を
、｢

私
〈
蕭
綱
〉
は
〜
で
あ
り
、
ま
た
〜
で
も
あ

る｣

と
い
う
並
列
的
な
対
偶
だ
と
解
し
た
い
。
す
る
と
上
句
の

｢

有
慚

伎
癢｣

は
、
下
句

｢

更
に
故
態
に
同
じ｣

と
の
対
応
を
意
識
す
れ
ば
、

｢

伎
癢
に
慚は

づ
る
有
り｣

と
訓
じ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
か
く
訓
じ
れ
ば
、

こ
こ
の

｢

伎
癢｣

は
、｢

蕭
綱
が

[

詩
を
つ
く
り
た
く
て]

む
ず
む
ず

す
る｣

の
で
は
な
く
、｢

側
近
が

[

詩
を
つ
く
り
た
く
て]

む
ず
む
ず

す
る
↓[

詩
を
つ
く
り
た
く
て]

む
ず
む
ず
す
る
側
近｣

と
解
し
て
よ

さ
そ
う
だ
。
そ
こ
で

｢

有
慚
伎
癢｣

句
は
、『

森
野』

訳
の
よ
う
に

｢[

詩
を
つ
く
り
た
く
て]

む
ず
む
ず
し
て
い
る
側
近
に
対
し
、
蕭
綱
が

は
ず
か
し
い
と
お
も
う
↓
腕
を
撫
す
る
詩
の
手
練
れ

(

�
肩
吾
ら)

に
は
、
は
ず
か
し
い
か
ぎ
り
で｣

と
解
し
て
お
い
た
。

い
っ
ぽ
う
、
下
句

｢

更
同
故
態｣

の

｢

故
態｣

は
、｢

も
と
も
と
の

気
質｣

ぐ
ら
い
の
意
で
あ
る
。
そ
の
気
質
と
は
、
た
ぶ
ん
蕭
綱
の

｢

好

文｣

の
気
質
の
こ
と
を
さ
し
、
具
体
的
に
は

｢

あ
い
か
わ
ら
ず
下
手
な

[

私
の]

作
詩
能
力｣

を
い
う
の
だ
ろ
う
。

す
る
と

｢

伎
癢�

故
態｣

は
、｢[

作
詩
し
た
く
て]

む
ず
む
ず
し
て

い
る
よ
う
す�

あ
い
か
わ
ら
ず
の
よ
う
す｣

の
対
応
か
ら
、｢

詩
が
う

ま
い
側
近�

詩
が
へ
た
な
私｣

の
対
応
へ
と
意
味
を
ず
ら
し
て
い
け
そ

う
だ
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
解
し
て
、
け
っ
き
ょ
く

｢

有
慚
伎
癢
、
更
同

故
態｣

二
句
を
、｢

腕
を
撫
す
る
詩
の
手
練
れ
に
は
、
は
ず
か
し
い
か

ぎ
り
で
、
ま
っ
た
く
以
前
と
か
わ
り
ば
え
し
な
い[

で
下
手
な
ま
ま
だ]

よ｣

と
訳
し
て
み
た
。
た
だ
こ
の
拙
訳
も
、
す
こ
し
く
る
し
い
か
も
し
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れ
な
い
。
博
雅
の
士
の
お
教
え
を
乞
い
た
い
。

第
二
段

京
師
詩
風
の
批
判

ち
か
ご
ろ
、
京
師
の
詩
風
を
み
て
み
る
と
、
い
つ
に
な
く
無

気
力
で
よ
わ
よ
わ
し
く
な
り
、
浅
薄
な
作
風
を
き
そ
っ
て
ま
ね

し
あ
っ
た
り
、
弛
緩
し
た
詩
を
競
作
し
あ
っ
た
り
し
て
い
る
。

冬
の
夜
な
が
、
な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
た
か
を
か
ん
が
え
る

に
、
比
興
の
精
神
と
た
が
い
、
風
騷
の
教
え
に
そ
む
い
て
い
る

か
ら
だ
と
お
も
い
い
た
っ
た
。

そ
も
そ
も
六
典
や
三
礼
に
は
ふ
さ
わ
し
い
利
用
の
場
が
あ
り
、

吉
凶
や
嘉
賓
の
礼
典
に
も
適
切
な
使
い
み
ち
が
あ
る
も
の
だ
。

自
己
の
思
い
を
叙
す
る
の
に

『

礼
記』

内
則
の
篇
を
模
す
る
と

か
、
筆
を
と
っ
て
志
を
の
べ
る
の
に

『

尚
書』

酒
誥
の
作
を
ま

ね
る
と
か
、
の
ど
か
な
春
景
色
を
叙
す
る
の
に

『

易
経』

帰
蔵

を
範
に
す
る
と
か
、
水
辺
を
え
が
く
の
に

『

尚
書
大
伝』

を
モ

デ
ル
に
す
る
と
か
、
そ
ん
な
不
適
切
な
や
り
か
た
は
き
い
た
こ

と
が
な
い
。

こ
の
第
二
段
か
ら
実
質
的
な
内
容
と
な
り
、
京
師

(

建
康)

の
詩
風

へ
の
批
判
が
開
始
さ
れ
る
。
こ
の
都
の
詩
風
批
判
が
こ
の
書
簡
文
の
主

要
な
内
容
で
あ
り
、
そ
れ
は
第
五
段
末
ま
で
つ
づ
い
て
い
る
。
皇
太
子

に
な
っ
た
ば
か
り
の
蕭
綱
は
、
よ
ほ
ど
建
康
で
流
行
し
て
い
た
詩
風
が

気
に
く
わ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

｢

京
師
文
体｣

の

｢

文
体｣

と
は
、
こ
こ
で
は
詩
風
を
さ
す
。
第
五

段
で

｢

詩�

既�

若�

此�

、
筆
又
如
之｣

(

詩
歌
が
こ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、
文

章
の
ほ
う
も
お
な
じ
状
況
と
な
っ
て
い
る
、
の
意)

と
あ
る
の
で
、
そ

こ
ま
で
は
詩
歌
を
話
題
に
し
て
い
た
と
し
て
よ
い
。｢

懦
鈍｣

の
語
は
、

『
漢
語
大
通
典』

で
は

｢

庸
弱
に
し
て
骨
力
無
し｣

と
解
説
し
、
こ
こ

で
の
用
例
を
し
め
す
。
た
し
か
に
こ
れ
以
前
に
用
例
が
み
つ
か
ら
ず
、

蕭
綱
の
新
語
だ
ろ
う
。
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比
見
京
師
文
体
、
懦
鈍
殊
常
、

競
学
浮
疎
、

争
為
闡
緩
。

玄
冬
脩
夜
、
思
所
不
得
、

既
殊
比
興
、

正
背
風
騷
。

若
夫

六
典
三
礼
、
所
施
則
有
地
、

吉
凶
嘉
賓
、
用
之
則
有
所
。

未
聞

吟
詠
情
性
、
反
擬
内
則
之
篇
、

遅
遅
春
日
、
翻
学
帰
蔵
、

操
筆
写
志
、
更
模
酒
誥
之
作
、

湛
湛
江
水
、
遂
同
大
伝
。



そ
の

｢

庸
弱
に
し
て
骨
力
無
し｣

を
く
わ
し
く
説
明
し
た
の
が

｢

競

学
浮
疎
、
争
為
闡
緩｣

二
句
だ
ろ
う
。
こ
こ
の

｢

浮
疎｣

と

｢

闡
緩｣

の
語
、
そ
れ
ぞ
れ

｢

浅
薄
な
作
風｣

｢

弛
緩
し
た
詩｣

と
訳
し
た
が
、

具
体
的
に
は
都
の
い
か
な
る
人
び
と
の
、
い
か
な
る
詩
風
を
想
定
し
た

批
判
な
の
か
、
い
ま
ひ
と
つ
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
疑
問
に
対
し

『

清
水』

は
、
こ
こ
の
批
判
は

『

南
斉
書』

文
学
伝
論
に
お
け
る
、

啓
心
閑
繹
、
託
辞
華
曠
。
雖
存
巧
綺
、
終
致
迂
回
。
宜
登
公
宴
、

本
非
准
的
。
而
疏�

慢�

闡�

緩�

、
膏
肓
之
病
。
典
正
可
採
、
酷
不
入
情
。

此
体
之
源
、
出�

霊�

運�

而�

成�

也�

。

精
神
を
お
だ
や
か
な
境
地
に
解
放
し
、
字
句
を
華
麗
な
世
界
に

託
そ
う
と
す
る
一
派
が
あ
る
。
こ
の
派
に
は
巧
緻
さ
は
存
す
る

が
、
ま
ど
る
っ
こ
く
な
り
や
す
く
、
宴
席
の
場
に
は
ふ
さ
わ
し

い
が
、
と
う
て
い
手
本
に
は
で
き
な
い
。
浅
薄
で
弛
緩
し
た
と

こ
ろ
が
、
致
命
的
な
欠
点
で
あ
る
。
典
雅
な
と
こ
ろ
は
評
価
で

き
る
が
、
心
情
に
う
っ
た
え
て
く
る
こ
と
が
な
い
。
こ
の
派
の

詩
風
は
謝
霊
運
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
。

と
い
う
斉
文
壇
批
判
と
一
致
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
蕭
綱

書
簡
の
こ
の
部
分
も
、
霊
運
詩
の
模
倣
者

(

具
体
的
に
は
伏
�
や
王
籍

ら)

へ
の
批
判
な
の
だ
ろ
う
と
さ
れ
た
。
た
し
か
に
傍
点
を
付
し
た
字

句

(

疏
慢
闡
緩)

が
ほ
ぼ
一
致
す
る
し
、
蕭
綱
書
簡
の
内
容
と
も
齟
齬

す
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
、
そ
の
可
能
性
は
た
か
い
だ
ろ
う
と
お
も
う
。

さ
て
、
つ
づ
く

｢

玄
冬
脩
夜｣

と
は
、
具
体
的
に
は
中
大
通
三
年

(

五
三
一)

の
冬
の
夜
な
が
を
い
う
の
だ
ろ
う
。
蕭
綱
は
、
こ
の
年
の

四
月
六
日
、
蕭
統

(

昭
明
太
子)

が
薨
去
し
た
に
と
も
な
い
、
七
月
七

日
に
皇
太
子
に
た
っ
た
ば
か
り
だ
っ
た
。
彼
は
、[

兄
に
な
ら
っ
て]

み
ず
か
ら
を
魏
の
皇
太
子
曹
丕
に
擬
し
、｢

曹
丕
が
そ
う
し
た
よ
う
に
、

自
分
も
文
壇
を
よ
き
方
向
に
み
ち
び
か
ね
ば
な
ら
ぬ｣

と
、
つ
よ
い
使

命
感
に
か
ら
れ
て
い
た

(

拙
稿

｢

曹
丕
の
与
呉
質
書
に
つ
い
て
―
六
朝

文
学
と
の
関
連
―｣

〈｢

中
国
中
世
文
学
研
究｣

第
二
〇
号

一
九
九

一〉

を
参
照)

。
そ
う
し
た
思
い
が
、
こ
の
熱
意
に
み
ち
た
書
簡
文
に

な
っ
た
の
だ
ろ
う

(

詳
細
は
別
稿)

。

つ
ぎ
は

｢

既
殊
比
興
、
正
背
風
騷｣

二
句
。
こ
こ
の

｢

比
興｣

は
、

『

詩
経』

に
由
来
す
る
比
喩
的
象
徴
的
な
創
作
手
法
を
い
い
、｢

風
騷｣

は

『

詩
経』

国
風
と

｢

離
騒｣

を
さ
す
。
都
の
詩
風
は
そ
れ
ら
の
作
風

に
そ
む
い
て
い
る
と
、
蕭
綱
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、

｢
都
の
詩
風
の
ど
こ
が
ど
の
よ
う
に
、
比
興
や
風
騷
に
そ
む
い
て
い
る

の
か｣
と
い
う
話
に
な
り
や
す
い
が
、
そ
も
そ
も
比
興
や
風
騷
の
作
風

は
ど
ん
な
も
の
か
、
ひ
と
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
見
か
た
が
あ
る
は
ず
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で
、
は
な
は
だ
空
漠
た
る
議
論
に
な
り
か
ね
な
い
。
私
見
に
よ
れ
ば
、

こ
こ
で
蕭
綱
は
た
し
か
に｢

既
に
比
興
に
殊こ
と

な
り
、
正
に
風
騷
に
背そ
む

く｣

と
い
う
が
、
し
か
し
こ
の
発
言
は
、
具
体
的
な
批
判
と
い
う
よ
り
、
漠

然
と

｢

都
の

[
霊
運
詩
模
倣
者
た
ち
の]

詩
風
は
正
統
的
文
学
か
ら
は

ず
れ
て
い
る｣

と
い
う
こ
と
を
い
い
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う

だ
と
す
れ
ば
、
こ
の

｢
既
殊
比
興｣

二
句
は

『

林
田』

も
指
摘
す
る
ご

と
く
、｢

初
歩
的
、
原
理
的
な
方
法
と
精
神
を
喪
失
し
た
も
の
へ
の
、

文
学
批
判
の
古
典
的
定
石
で
あ
っ
た｣

と
み
な
す
べ
き
だ
ろ
う
。

つ
づ
く

｢

若
夫
六
典
三
礼｣

以
下
も
、
都
の
詩
風
へ
の
批
判
が
つ
づ

く
が
、
す
こ
し
内
容
が
ち
が
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
蕭
綱
は
、｢『

詩
経』

『

楚
辞』

以
来
の
正
統
的
伝
統
に
則
っ
た
詩
文
を
作
る
に
は
、
適
切
な

模
範
を
え
ら
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る

よ
う
だ

(『

岡
村』

に
よ
る)

。
逆
に
い
え
ば
、
当
時
の
都
の
詩
風
は
、

適
切
な
模
範
を
え
ら
ん
で
い
な
か
っ
た

[

と
蕭
綱
に
は
み
え
た]
の
だ

ろ
う
。

蕭
綱
に
い
わ
せ
れ
ば
、｢

六
典
三
礼｣

の
ご
と
き
治
国
の
法
や

｢

吉

凶
嘉
賓｣

の
ご
と
き
礼
の
ル
ー
ル
は
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
使
い
か
た

が
あ
る
。
そ
れ
と
お
な
じ
よ
う
に
、
経
書
に
も
ふ
さ
わ
し
い
使
い
か
た

が
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
都
の
詩
人
た
ち
は
そ
う
し
た
適
切
な
使
用
法

を
し
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
自
己
の
思
い
を
叙
す
る
詩
で
は
、
家
庭

内
の
細
則
を
叙
し
た

『

礼
記』

内
則
を
手
本
に
す
る
の
は
ふ
さ
わ
し
く

な
い
し
、
ま
た

｢

湛
湛
た
る
江
水｣

の
ご
と
き
自
然
の
水
辺
を
え
が
く

詩
で
は
、『

尚
書』

の
解
説
書
た
る

『

尚
書
大
伝』

を
模
す
る
べ
き
で

は
な
い
。
そ
れ
な
の
に
都
の
詩
人
た
ち
は
、
そ
ん
な
不
適
切
な
経
書
の

利
用
を
し
て
い
る
。
そ
ん
な
詩
の
作
り
か
た
は
き
い
た
こ
と
が
な

い

と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。｢

遅
遅
春
日｣

句
は
、『

詩
経』

�

風
七
月
の

｢

春�

日�

遅�

遅�

、
采
�
祁
祁｣

(

春
の
日
は
の
ど
か
で
、
あ
ち

こ
ち
で
人
び
と
が
よ
も
ぎ
を
と
っ
て
い
る
、
の
意)

を
、｢

湛
湛
江
水｣

句
は『

楚
辞』

招
魂
の｢

湛�

湛�

江�

水�

兮
上
有
楓
、
目
極
千
里
兮
傷
春
心｣

(

水
を
た
た
え
た
江
水
の
畔
に
は
楓
が
し
げ
り
、
千
里
の
か
な
た
を
な

が
め
れ
ば
、
春
の
憂
い
が
つ
の
る
ば
か
り
だ
、
の
意)

を
、
そ
れ
ぞ
れ

ひ
い
て
き
た
も
の
。

な
お
こ
こ
の

｢

吟
詠
情
性｣

に
つ
い
て
、『

挙
要』

は
典
拠
と
し
て

｢

詩
大
序｣

を
あ
げ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
語
は

『

詩
経』

経
書

に
も
と
づ
く
由
緒
あ
る
語
句
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

｢

日
々
の
思
い

を[
儒
家
の
礼
か
ら
は
な
れ
て
自
由
に
、
そ
し
て
才
気
も
表
現
し
つ
つ]

詠
じ
る｣
の
意
で
使
用
さ
れ
て
お
り
、
む
し
ろ
反
儒
家
的
な
内
容
を
有

す
る
の
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い

(

拙
稿

｢

六
朝
の
文
学
用
語
に
関
す
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る
一
考
察
―
縁
情
を
中
心
に
―｣

〈｢

中
国
中
世
文
学
研
究｣

六
三
・
六

四
合
併
号

二
〇
一
四
〉
を
参
照)

。
つ
ま
り

｢

吟
詠
情
性｣

な
る
行

為
は
、
内
容
的
に

[

家
庭
内
の
細
則
を
叙
し
た]

『

礼
記』

内
則
と
不

適
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
思
想
的
に
も

[

反
儒
家
的
な
行
為
と
い
う
意

味
で]

儒
家
の
経
典
た
る

『

礼
記』

と
は
そ
ぐ
わ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
不
適
切
な
模
範
と
し
て
例
に
あ
げ
ら
れ

た
の
が
、『

礼
記』

『

尚
書』

『
帰
蔵』

『

尚
書
大
伝』

な
ど
で
あ
り
、
す

べ
て
経
書
や
そ
の
周
辺
の
古
書
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
は
お
そ

ら
く
偶
然
で
は
な
い
。
当
時
な
ん
で
も
か
ん
で
も
、
経
書
や
そ
の
周
辺

の
古
書
を
模
し
て
詩
歌
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
人
び
と
が
い
て
、
蕭
綱
は

そ
う
し
た
連
中
へ
の
批
判
と
し
て
、
こ
の

｢

未
聞
吟
詠
情
性｣

八
句
を

つ
づ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
す
る
と
、
こ
こ
で
の
批
判
は
、
お
そ
ら
く
後
述
の
裴
子
野

(

こ
の

書
簡
を
か
く
前
年
〈
五
三
〇
〉
に
死
去
し
た
ば
か
り)

と
そ
の
一
派
の

作
風
を
想
定
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
裴
子
野
の
作
風
は
、
経
書
由
来
の

語
彙
を
多
用
す
る
古
風
な
も
の
だ
っ
た
し
、
蕭
綱
は
そ
の
裴
子
野
を
模

擬
す
る
連
中

(

具
体
的
に
は
劉
顕
や
劉
之
�
、
張
�
、
顧
協
ら)

を
、

と
く
に
目
の
か
た
き
に
し
て
い
た
か
ら
だ
。
そ
う
す
る
と
こ
の
第
二
段

は
、
前
半(

始
〜
正
背
風
騷)

は
謝
霊
運
の
模
倣
者
へ
の
批
判
で
あ
り
、

後
半

(

若
夫
六
典
三
礼
〜
終)

は
裴
子
野
の
模
倣
者
へ
の
批
判
だ
ろ
う

と
か
ん
が
え
ら
れ
、
第
四
段
で
の
両
者
批
判
へ
の
伏
線
に
な
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
三
段

今
古
両
立
せ
ず

私
は
詩
を
つ
く
る
の
が
へ
た
だ
か
ら
、
け
っ
し
て
口
出
し
し

よ
う
と
は
お
も
わ
な
い
。
だ
が
、
当
世
の
詩
作
を
過
去
の
詩
人

た
ち
、
た
と
え
ば
ふ
る
く
は
揚
雄
、
司
馬
相
如
、
曹
植
、
王
粲

ら
、
ち
か
く
は
潘
岳
、
陸
機
、
顔
延
之
、
謝
霊
運
ら
の
詩
文
と

く
ら
べ
、
そ
の
表
現
の
し
か
た
や
配
慮
の
し
か
た
を
観
察
し
た

と
こ
ろ
、
ま
っ
た
く
似
か
よ
っ
て
い
な
か
っ
た
。

だ
か
ら
、
も
し
当
代
の
詩
を
よ
し
と
す
る
な
ら
、
過
去
の
詩
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吾
既
拙
於
為
文
、
不
敢
軽
有
掎
�
。

但
以
当
世
之
作
、
歴
方
古
之
才
人
、

遠
則
揚
馬
曹
王
、
而
観
其
遣
辞
用
心
、
了
不
相
似
。

近
則
潘
陸
顏
謝
、

若
以
今
文
為
是
、
則
古
文
為
非
、
若
昔
賢
可
称
、
則
今
体
宜
棄
。

倶
為
盍
各
、
則
未
之
敢
許
。



は
否
定
す
べ
き
だ
し
、
過
去
の
文
人
を
た
た
え
る
の
な
ら
、
当

代
の
詩
風
は
拒
否
す
べ
き
だ
ろ
う
。
両
者
を
と
も
に
よ
し
と
す

る
こ
と
な
ど
、
け
っ
し
て
ゆ
る
さ
れ
な
い
は
ず
だ
。

こ
の
第
三
段
も
、
都
の
詩
風
批
判
の
つ
づ
き
で
あ
る
。
こ
こ
の
主
旨

は

｢

都
の
詩
風
は
過
去
の
正
統
的
文
学
と
ち
が
っ
て
い
る｣

と
い
う
批

判
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
前
段
の

｢

既
殊
比
興
、
正
背
風
騷｣

(

比
興
の

精
神
と
た
が
い
、
風
騷
の
教
え
に
そ
む
い
て
い
る)

二
句
と
関
連
し
て

い
よ
う
。
こ
の
部
分
で
お
も
し
ろ
い
の
は
、
は
じ
め
二
句
で

｢

私
は
詩

が
へ
た
だ
か
ら
口
出
し
し
な
い｣

と
い
い
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
批
判
を

つ
づ
け
て
い
る
こ
と
だ
。
自
分
を
お
さ
え
よ
う
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
で

も
お
さ
え
き
れ
ぬ
感
情
の
動
き
を
反
映
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
ら
あ

た
り
に
、
都
の
詩
風
に
対
す
る
蕭
綱
の
つ
よ
い
憤
懣
が
う
か
が
え
る
と

と
も
に
、
こ
の
文
章
が
冷
静
な

｢

論｣

ジ
ャ
ン
ル
で
な
く
、
身
近
な
弟

へ
の
書
簡
文
で
あ
る
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
想
起
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ

る
。第

一
句

｢

吾
既
拙
於
為
文｣

は
、
も
ち
ろ
ん
謙
遜
だ
ろ
う
。
蕭
綱
は

文
学
に
関
し
て
は
そ
う
と
う
の
自
信
家
で
あ
る

(

後
述)

。
第
二
句
の

｢

掎
�｣
(

指
摘
す
る
、
の
意)

は
、
曹
植

｢

与
楊
徳
祖
書｣

の

｢

劉
季

緒
才
不
能
逮
於
作
者
、
而
好
詆
訶
文
章
、
掎�

��

利
病｣

(

劉
季
緒
は
他

の
文
人
よ
り
才
が
す
ぐ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
さ
か
ん
に
他
人
の

詩
文
を
批
判
し
、
よ
し
あ
し
を
指
摘
し
て
い
る
、
の
意)

を
意
識
し
た

も
の
か
。
ま
た
、
す
こ
し
と
ん
で

｢

遣
辞
用
心｣

は
、
陸
機

｢

文
賦｣

の

｢

余
毎
観
才
士
之
所
作
、
竊
有
以
得
其
用�

心�

。
夫
放
言
遣�

辞�

、
良
多

変
矣｣

(

私
は
才
あ
る
文
人
の
作
を
よ
む
ご
と
に
、
彼
ら
の
創
作
上
の

心
配
り
に
つ
い
て
、
自
分
な
り
に
了
解
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
も
そ

も
、
こ
と
ば
を
布
置
し
て
文
辞
を
つ
づ
る
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
や
り
か

た
が
あ
る
も
の
だ
、
の
意)

を
ふ
ま
え
た
も
の
だ
ろ
う
。

つ
づ
く

｢

了
不
相
似｣

は
、｢

け
っ
し
て
〜
で
な
い｣

と
い
う
つ
よ

い
否
定
。
つ
ま
り
当
世
の
都
の
詩
は
、
揚
雄
、
司
馬
相
如
、
曹
植
、
王

粲
、
潘
岳
、
陸
機
、
顔
延
之
、
謝
霊
運
ら
の
正
統
的
な
詩
と
ま
っ
た
く

似
て
い
な
い
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
都
の
詩
風
を
弾
劾

し
て
い
る
の
に
注
意
し
よ
う
。
な
お
、
こ
こ
の

｢

了
不｣

は
口
語
的
な

語
法
で
あ
る
。
こ
の
作
は
、
弟
へ
の
書
簡
文
な
の
で
、
や
や
気
ら
く
な

気
も
ち
で
か
い
た
た
め
だ
ろ
う
、
と
き
ど
き
こ
の
種
の
俗
っ
ぽ
い
言
い

か
た
が
ま
じ
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
つ
ぎ
の｢

若
以
今
文
為
是
、
則
古
文
為
非
、
若
昔
賢
可
称
、

則
今
体
宜
棄｣

四
句
も
ぞ
ん
ざ
い
な
書
き
か
た
で
あ
り
、
対
偶
の
な
り

そ
こ
ね
と
い
う
べ
き
字
句
に
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
四
句
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は
対
偶
ふ
う
に
し
め
せ
ば
、

と
い
う
も
の
で
、
お
そ
ら
く
蕭
綱
と
し
て
は
対
句
に
そ
ろ
え
た
つ
も
り

だ
っ
た
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、[

た
ぶ
ん
う
っ
か
り
ミ
ス
で]

｢

以｣

字
が

あ
っ
た
り
な
か
っ
た
り
し
、
ま
た
同
字
の
重
複
も
お
お
く
な
っ
て
し
ま
っ

て
、
四
六
駢
儷
の
ス
タ
イ
ル
か
ら
は
ず
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
も

し
通
常
の
美
文
書
法
だ
っ
た
ら
、
こ
の
四
句
は
字
句
を
適
宜
か
り
と
っ

て
、

と
つ
づ
る
べ
き
だ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る(

詳
細
は
拙
著『
六
朝
文
体
論』

第
六
章
を
参
照)

。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
も
、
こ
の
書
簡
文
が
、
構
思
十

年
の
力
作
で
な
く
、
感
情
の
お
も
む
く
ま
ま
、
い
っ
き
に
か
か
れ
た
こ

と
を
感
じ
さ
せ
よ
う
。

つ
ぎ
の｢

倶
為
盍
各
、
則
未
之
敢
許｣

二
句
も
、
典
型
的
な
美
文
だ
っ

た
ら｢

則｣

字
を
略
し
て
、
四
字
句
の
連
続
に
そ
ろ
え
た
こ
と
だ
ろ
う
。

｢

盍
各｣

の
語
は
、
断
語
と
よ
ば
れ
る
特
殊
な
語
で
あ
る
。『

論
語』

公

冶
長
の

｢

盍�

各�

言
爾
志｣

(

ど
う
し
て
各
人
が
自
分
の
志
を
い
わ
な
い

の
か
、
の
意)

に
も
と
づ
き
、｢

自
分
の
志
を
い
う｣

の
意
と
な
る
。

こ
こ
で
は
す
こ
し
ず
ら
せ
て
、｢

自
分
の
志
を
い
う
↓
対
等
に
も
の
を

い
う
↓
対
等
で
あ
る｣

と
な
る
の
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
対
等
の
関
係

を｢

未
だ
之
れ
敢
え
て
許
さ
ず｣

と
つ
よ
く
否
定
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、

つ
ま
り
蕭
綱
は
過
去
の

[

揚
雄
、
司
馬
相
如
、
曹
植
、
王
粲
、
潘
岳
、

陸
機
、
顔
延
之
、
謝
霊
運
ら
の]

詩
風
を
よ
し
と
し
、
当
代
の
都
の
詩

風
を
よ
か
ら
ず
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
五
段
で
明
確
に
な
る
が
、

蕭
綱
は

[

す
く
な
く
と
も
こ
の
書
簡
に
お
い
て
は]

卑
俗
な
詩
歌
や
艶

詩
の
類
を
批
判
し
、
格
調
た
か
い
正
統
的
文
学
を
志
向
す
る
立
場
に
た
っ

て
い
る
の
に
注
意
し
よ
う
。

第
四
段

謝
裴
模
倣
へ
の
批
判
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若
以
今
文
為
是
、
則
古
文
為
非
、

若

昔
賢
可
称
、
則
今
体
宜
棄
。

若
以

今
文
為
是
、
古
文
為
非
。

昔
賢
可
称
、
今
体
宜
棄
。

又
時
有
效
謝
康
楽
裴
鴻
臚
文
者
、
亦
頗
有
惑
焉
。

何
者
、
謝
客
吐
言
天
拔
、
出
於
自
然
、
時
有
不
拘
、
是
其
糟
粕
。

裴
氏
乃
是
良
史
之
才
、
了
無
篇
什
之
美
。

是
為

学
謝
則
不
届
其
精
華
、
但
得
其
冗
長
、

謝
故
巧
不
可
階
、

師
裴
則
蔑
絶
其
所
長
、
惟
得
其
所
短
。

裴
亦
質
不
宜
慕
。



ま
た
、
よ
く
謝
霊
運
や
裴
子
野
の
文
学
を
模
倣
す
る
者
が
い

る
が
、
こ
れ
も
そ
う
と
う
思
い
ち
が
い
を
し
て
い
る
。
と
い
う

の
も
、
霊
運
は
、
こ
と
ば
を
発
す
れ
ば
天
賦
の
才
は
卓
抜
し
、

し
か
も
ご
く
自
然
に
口
を
つ
い
て
で
て
く
る
。
と
き
に
奔
放
す

ぎ
る
の
は
、
そ
の
向
こ
う
傷
に
す
ぎ
ぬ
。
い
っ
ぽ
う
、
子
野
の

ほ
う
は
良
史
の
才
で
あ
っ
て
、
文
学
の
美
し
さ
は
皆
無
で
あ
る
。

だ
か
ら
霊
運
を
模
倣
す
る
と
、
そ
の
精
華
に
は
と
ど
か
ず
、
た

だ
冗
長
さ
を
身
に
つ
け
る
だ
け
。
ま
た
子
野
を
範
に
す
る
と
、

そ
の
長
所

(

良
史
の
才)

は
マ
ス
タ
ー
で
き
ず
、
そ
の
短
所

(

美
の
欠
如)

を
身
に
つ
け
る
だ
け
。
つ
ま
り
霊
運
の
詩
文
は

巧
緻
す
ぎ
て
、
と
て
も
ち
か
づ
け
る
は
ず
が
な
い
し
、
ま
た
子

野
の
詩
文
も
地
味
す
ぎ
て
、
手
本
に
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な

い
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
わ
け
だ
か
ら
、[

霊
運
や
子
野
を
ま
ね
る]

せ
っ

か
ち
な
連
中
や
虚
名
を
お
う
者
ど
も
は
、
い
わ
ば
、
ど
う
も
う

な
六
駮
を
仁
な
る
麒
麟
と
く
ら
べ
、
び
っ
こ
の
卻げ

き

克こ
く

を
み
や
び

な
邯
鄲
の
地
で
あ
る
か
せ

[

る
よ
う
な
的
外
れ
な
こ
と
を
し]

て
い
る
に
す
ぎ
ぬ
。
彼
ら
は
、
鮑
魚
の
店
に
は
い
っ
て
臭
い
に

鈍
感
と
な
り
、
過
ち
を
ま
ね
て
禍
を
ま
ね
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
で
は
霊
運
に
弟
子
入
り
し
て
も
、
三
千
の
弟
子
と
お
な
じ

く
師
の
孔
子
に
お
よ
ば
ぬ
だ
ろ
う
し
、
子
野
を
し
た
っ
て
も
、

伝
に
た
て
ら
れ
な
か
っ
た
漢
の
両
唐

(

唐
林
、
唐
尊)

と
お
な

じ
運
命
に
な
る
だ
け
だ
ろ
う
。

こ
の
第
四
段
も
、
都
の
詩
風
批
判
の
つ
づ
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

い
ま
ま
で
明
示
し
て
な
か
っ
た
批
判
対
象
を
具
体
的
に
名
指
し
し
な
が

ら
、
つ
よ
い
非
難
の
こ
と
ば
を
な
げ
つ
け
て
い
る
。
そ
の
批
判
の
対
象

が
、
謝
霊
運
と
裴
子
野
の
模
倣
者
た
ち
で
あ
る
。
蕭
綱
は
第
二
段
で
も
、

そ
れ
と
な
く
両
人
の
模
倣
者
を
批
判
し
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
よ
り
明

確
に
、
霊
運
詩
と
子
野
詩
を
模
範
に
す
る
の
は
だ
め
だ
と
主
張
し
、
そ

の
模
倣
者
た
ち
を
つ
よ
く
指
弾
す
る
の
で
あ
る
。

冒
頭
の

｢

又
時
有｣

の

｢

又｣

は
、
な
に
が

｢

ま
た｣

な
の
だ
ろ
う

か
。
第
三
段
の

｢

古
今
両
立
せ
ず｣

の
内
容
に
ひ
き
つ
づ
い
て
、
と
い

う
意
味
の

｢

ま
た｣

な
の
だ
ろ
う
か
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
そ
う
で
は
な

く
、｢

第
二
段
で
示
唆
し
た
話
題
に
、
ま�

た�

も
ど
る
が｣

と
い
う
ニ
ュ
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故

胸
馳
臆
断
之
侶
、

方
分
肉
於
仁
獣
、

好
名
忘
実
之
類
、

逞
卻
克
於
邯
鄲
。

入
鮑
忘
臭
、

決
羽
謝
生
、
豈
三
千
之
可
及
、

効
尤
致
禍
。

伏
膺
裴
氏
、
懼
両
唐
之
不
伝
。



ア
ン
ス
で
は
な
い
か
と
お
も
う
。
執
筆
者

(

蕭
綱)

の
心
理
と
し
て
、

｢

さ
き
に
第
二
段
で
示
唆
し
て
お
い
た

[

謝
霊
運
と
裴
子
野
の]

話
題

を
、
こ
こ
で
ふ
た
た
び
も
ち
だ
そ
う｣

と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
の
で
、

こ
こ
で

｢

又｣
を
つ
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

｢

謝
客
吐
言
天
拔｣
四
句
は
霊
運
の
作
風
を
評
し
た
も
の
。
謝
霊
運

は
第
三
段
で
も
正
統
的
な
詩
人
の
ひ
と
り
と
し
て
名
を
あ
げ
ら
れ
て
お

り
、
当
時
で
は
き
わ
め
て
著
名
だ
っ
た
。
こ
こ
の

｢

吐
言
天
拔｣

は
、

｢

天
拔｣

の
語
が
こ
れ
以
前
に
用
例
が
な
く
て
訳
し
に
く
い
。『

梁
訳』

は

｢

写
出
文
句
卓
然
超
絶｣

と
訳
し
、『
南
訳』

は

｢

語
言
天
然
卓
絶｣

と
解
す
る
。
私
は
、
こ
の
四
字
は
二
字
ず
つ
で
主
述
構
造
を
な
す
と
み

な
し
、｢

吐
言｣

は
霊
運
が
詠
じ
た
詩
句
を
い
い
、
そ
れ
が

｢

天
拔｣

つ
ま
り
天
与
の
ご
と
く
卓
抜
し
て
い
る
、
の
意
だ
と
解
し
て
お
い
た
。

｢

不
拘｣

も
い
ろ
ん
な
解
釈
が
可
能
だ
が
、｢

規
則
に
と
ら
わ
れ
な
い

↓
奔
放
で
あ
る｣

の
意
に
解
し
た
。｢

糟
粕｣

(

酒
か
す
、
の
意)
も

す
こ
し
意
訳
し
て
、｢

向
こ
う
傷｣

と
訳
し
て
お
い
た
。

い
っ
ぽ
う

｢

裴
氏
乃
是
良
史
之
才
、
了
無
篇
什
之
美｣

二
句
は
、
子

野
の
作
風
を
評
し
た
も
の
。｢

了�

無�

篇
什
之
美｣

の

｢

了
無｣

は
、
第

三
段
の

｢

了
不｣

と
お
な
じ
く
口
語
的
な
用
法
で
あ
る
。
否
定
を
強
調

し
た
言
い
か
た
で
あ
り
、｢

文
学
の
美
し
さ
は
皆
無
で
あ
る｣

と
つ
よ

く
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
裴
子
野
の
作
風
は
、『

楚
辞』

や
漢
賦
の
用

語
や
六
朝
の
新
語
を
き
ら
っ
て
、
経
書
由
来
の
語
彙
を
多
用
す
る
も
の

で
あ
り
、
蕭
綱
か
ら
み
れ
ば

｢

文
学
の
美
し
さ
は
皆
無｣

に
み
え
た
の

だ
ろ
う

(

く
わ
し
く
は
拙
稿

｢

裴
子
野
雕
虫
論
の
文
章
に
つ
い
て｣

〈

｢

中
京
大
学
文
学
部
紀
要｣

第
四
七
―
一
号

二
〇
一
二
〉
を
参
照)

。

だ
が

『

梁
書』

裴
子
野
伝
に
、｢

子
野
が
詩
文
を
つ
づ
る
や
、
そ
の

作
は
古
典
ふ
う
で
あ
り
、
か
く
の
が
は
や
か
っ
た
。
華
麗
な
語
彙
を
重

視
せ
ず
、
そ
の
措
辞
は
古
風
に
し
た
が
っ
て
い
た
の
で
、
当
時
は
や
り

の
美
文
と
は
こ
と
な
っ
て
い
た
。
当
時
は
、
彼
の
文
を
そ
し
る
者
も
い

た
が
、
お
わ
り
に
は
、
み
な
敬
意
を
は
ら
う
よ
う
に
な
っ
た｣

(

子
野

為
文
典
而
速
。
不
尚
麗
靡
之
詞
、
其
制
作
多
法
古
、
与
今
文
体
異
。
当

時
或
有
詆
訶
者
、
及
其
末
皆
翕
然
重
之)

と
あ
る
よ
う
に
、
当
時
、
古

風
は
古
風
な
り
に
人
気
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
だ
か
ら
模
倣
者
が
お
お
か
っ

た
の
で
あ
る
。

｢

是
為
学
謝｣

四
句
で
、
両
人
を
模
倣
す
る
の
が
不
可
な
理
由
を
ま

と
め
て
い
る
。
要
す
る
に
、
霊
運
は
天
才
で
奔
放
す
ぎ
る
か
ら
だ
め
、

子
野
は
地
味
す
ぎ
る
か
ら
だ
め
、
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。

｢

是
為｣
は
、『

岡
村』

が

｢

是
以
、
是
故
と
同
義
の
助
字｣

と
す
る
の

に
し
た
が
う
。｢
学
謝｣

云
々
の
四
句
は
隔
句
対
を
な
す
が
、
な
く
も
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が
な
の
助
字

(

則
、
其)

が
お
お
く
て
、
く
ど
い
印
象
が
な
い
で
も
な

い
。
ま
た

｢

謝
故�｣

は

｢

裴
亦�｣

と
対
応
さ
せ
る
た
め
、
か
く
叙
し
た

の
だ
ろ
う
が
、
語
順
と
し
て
は

｢

故
謝｣

が
ふ
つ
う
だ
ろ
う
。

つ
づ
く

｢
胸
馳
臆
断
之
侶｣

句
は

｢

せ
っ
か
ち
な
連
中｣

、｢

好
名
忘

実
之
類｣

句
は

｢
虚
名
を
お
う
者
ど
も｣

と
訳
し
た
。｢

胸
馳｣

と

｢

忘
実｣

は
用
例
が
み
つ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
前
後
か
ら
意
味
は
推
測

で
き
、
そ
れ
ほ
ど
難
解
な
字
句
で
は
な
い
。

た
だ
、
つ
ぎ
の

｢

方
分
肉
於
仁
獣
、
逞
卻
克
於
邯
鄲｣

二
句
は
難
解

で
あ
る
。
下
句
は

｢

邯
鄲｣

の
語
が
あ
る
の
で
、
お
そ
ら
く

『

荘
子』

秋
水
の

｢

邯
鄲
之
歩｣

(

み
だ
り
に
自
分
の
本
分
を
す
て
て
他
を
ま
ね

れ
ば
、
両
方
と
も
だ
め
に
な
る
、
の
意)

の
故
事
を
ふ
ま
え
、
そ
れ
と

｢

卻げ
き

克こ
く｣

(

人
名
。
春
秋
晋
の
家
臣
だ
が
、
び
っ
こ
だ
っ
た)

を
む
す
び

つ
け
て
句
を
つ
く
っ
た
の
だ
ろ
う
。

だ
が
、
こ
れ
と
対
に
な
る
上
句

｢

方
分
肉
於
仁
獣｣

は
、
意
味
が
と

り
に
く
い
。『

釈
林』

は
、｢

仁
獣｣

(

麒
麟)

は
肉
食
し
な
い
こ
と
を

指
摘
し
た
う
え
で
、
こ
の
二
句
は
と
も
に
徒
労
に
お
わ
る
意
だ
と
す
る
。

つ
ま
り
、｢[

せ
っ
か
ち
な
連
中
や
虚
名
を
お
う
者
ど
も
が
、
霊
運
や
子

野
を
ま
ね
る
の
は
、
肉
を
た
べ
な
い]

麒
麟
に
肉
を
わ
け
る
の
と
お
な

じ
こ
と
で
あ
り
、
卻
克
に
邯
鄲
で

[

歩
き
か
た
を]

ま
な
ば
せ
る
よ
う

な
も
の
だ｣

の
意
に
解
す
る
の
で
あ
る

(『

森
野』

の
訳
も
こ
れ
に
ち

か
い)

。
文
脈
的
に
は
わ
る
く
な
い
解
釈
だ
が
、
こ
う
解
す
る
と
、｢

肉

を
仁
獣
に
分
く
る
に
方な

ら

び
、
卻
克
を
邯
鄲
に
逞
た
く
ま
し
く
せ
し
む｣

と
訓
じ

る
こ
と
に
な
り
、
二
句
が
対
偶
と
み
な
せ
な
く
な
っ
て
し
ま
う

(｢

分

肉｣

と

｢

卻
克｣

と
が
対
応
し
な
い)

。
前
後
の
文
章
を
み
わ
た
す
と
、

蕭
綱
は
対
偶
に
そ
ろ
え
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
す
こ
し
具
合

が
わ
る
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の

｢

方
分
肉
於
仁
獣｣

句
に
対
し
て
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
別
解
が

あ
る
。
そ
れ
は
、｢

分
肉｣

を

｢

六り
く

駮は
く｣

(

虎
豹
を
く
う
ほ
ど
の
猛
獣)

に
あ
ら
た
め
て
解
釈
す
る
や
り
か
た
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
華
書
局

校
点
本
の

『

梁
書』

の
校
勘
記
は
、

｢

分
肉｣

冊
府
元
亀
一
九
二
作｢

六
駮｣

。
按｢

方
六
駮
於
仁
獣｣

、

與
下
句

｢

逞
卻
克
於
邯
鄲｣

相
偶
成
文
。
六
駮
食
虎
豹
、
不
可
方

之
於

｢

仁
獣｣

、
卻
克
脚
跛
、
不
可
逞
歩
邯
鄲
。
若
作

｢

分
肉｣

、

則
無
意
義
。

｢

方
分�

肉�

於
仁
獣｣

の

｢

分
肉｣

は
、『

冊
府
元
亀』

巻
一
九

二
で
は

｢

六
駮｣

に
つ
く
る
。
案
ず
る
に
、[

字
を
あ
ら
た
め

て]
｢

六�

駮�

を
仁
獣
に
方く
ら

ぶ｣

と
す
れ
ば
、
下
句
の

｢

卻
克
を

邯
鄲
に
逞
し
く
す｣

と
対
偶
の
文
に
な
る
。
六
駮
は
虎
豹
を
く
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ら
う
ほ
ど
な
の
で
、
仁
獣
の
麒
麟
と
は
く
ら
べ
も
の
に
な
ら
な

い
し
、
卻
克
は
び
っ
こ
な
の
で
、
邯
鄲
の
街
を
闊
歩
す
る
こ
と

は
で
き
な
い

[

と
い
う
ふ
う
に
、
両
句
と
も

｢

的
は
ず
れ｣

と

い
う
意
味
で
対
応
す
る]

の
だ
。
も
し｢

分
肉｣

の
ま
ま
だ
と
、

意
味
が
と
お
ら
な
い
だ
ろ
う
。

と
の
べ
、『

冊
府
元
亀』
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て

｢

分
肉｣

を

｢

六
駮｣

に
あ
ら
た
め
る
べ
き
こ
と
を
提
案
し
て
い
る

(『

岡
村』

も
同
意
見)

。

こ
う
あ
ら
た
め
る
と
、
こ
の
二
句
は
た
し
か
に
、｢

方�

逞｣
｢

六
駮�

卻
克｣

｢

仁
獣�

邯
鄲｣

と
対
応
し
て
く
る
し
、
内
容
的
に
も
前
後
と

ス
ム
ー
ズ
に
つ
な
が
っ
て
く
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
校
点
本
の
提
案

は
し
た
が
う
べ
き
だ
と
お
も
わ
れ
、
右
の
訳
文
も
、
字
を

｢

六
駮｣

に

あ
ら
た
め
た
う
え
で
、
そ
う
し
た
方
向
で
解
し
て
い
る
の
で
、
ご
注
意

い
た
だ
き
た
い
。

｢

入
鮑
忘
臭｣

は
、『

孔
子
家
語』

六
本
の

｢

与
不
善
人
居
、
如
入�

鮑�

魚
之
肆
、
久
而
不�

聞�

其
臭�｣

(

よ
か
ら
ぬ
連
中
と
い
る
の
は
、
鮑
魚
の

店
に
は
い
る
よ
う
な
も
の
だ
。
し
ば
ら
く
い
る
と
臭
い
が
わ
か
ら
な
く

な
っ
て
し
ま
う
、
の
意)

に
も
と
づ
き
、｢

効
尤
致
禍｣

は
、『

春
秋
左

氏
伝』

文
公
元
年
の

｢

效�

尤�

禍�

也｣
(

他
国
を
と
が
め
な
が
ら
、
お
な

じ
こ
と
を
す
る
の
は
、
禍
の
も
と
で
す
、
の
意)

を
ふ
ま
え
る
の
だ
ろ

う
。
ま
た

｢

豈
三
千｣

云
々
は
、
孔
子
の
弟
子
は
三
千
人
い
た
と
い
う

故
事

(『

史
記』

仲
尼
弟
子
列
伝)

、｢

懼
両
唐｣

云
々
は
、
言
行
を
た

た
え
ら
れ
た
両
唐
も
、
け
っ
き
ょ
く『

漢
書』

に
伝
を
た
て
ら
れ
な
か
っ

た
と
い
う
話
柄

(『

漢
書』

何
武
伝)

を
、
そ
れ
ぞ
れ
ふ
ま
え
た
も
の

だ
ろ
う
。
こ
の
あ
た
り
典
故
を
多
用
し
た
字
句
が
つ
づ
き
、
な
か
な
か

ハ
イ
ブ
ロ
ウ
な
行
文
と
な
っ
て
い
る
。

第
五
段

正
邪
の
顛
倒

そ
れ
ゆ
え
、
玉
徽
や
金
銑
の
ご
と
き
良
篇
が
、
か
え
っ
て
節
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玉
徽
金
銑
、
反
為
拙
目
所
嗤
、

陽
春
高
而
不
和
、

巴
人
下
里
、
更
合
郢
中
之
聴
。

妙
声
絶
而
不
尋
、

竟
不

精
討
錙
銖
、

有
異
巧
心
、

覈
量
文
質
、

終
愧
妍
手
。

是
以

握
瑜
懐
玉
之
士
、
瞻
鄭
邦
而
知
退
、

章
甫
翠
履
之
人
、
望
�
郷
而
歎
息
。

詩
既
若
此
、
徒
以

煙
墨
不
言
、
受
其
駆
染
、

筆
又
如
之
。

紙
札
無
情
、
任
其
揺
襞
。

甚
矣
哉
、
文
之
横
流
、
一
至
於
此
。



穴
ど
も
か
ら
嘲
笑
さ
れ
、
巴
人
や
下
里
の
ご
と
き
俗
歌
が
、
京

師
の
人
び
と
に
も
て
は
や
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。｢

陽
春｣

の
ご
と
き
篇
は
高
雅
す
ぎ
て
唱
和
さ
れ
ず
、
妙
な
る
歌
声
は
絶

妙
す
ぎ
て
見
向
き
も
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
、
細
部
の
美
を
検
討

せ
ず
、
外
観
と
内
容
の
調
和
も
無
視
す
る
の
で
、
で
き
た
作
は

[

傑
作
を
か
こ
う
と
す
る]

意
気
ご
み
に
そ
む
き
、
名
手
に
は

じ
る
よ
う
な
篇
ば
か
り
と
い
う
し
ま
つ
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、

才
能
あ
る
人
士
は

[

乱
世
の
音
が
は
や
っ
た]

鄭
地
の
ご
と
き

京
師
の
詩
風
を
み
て
は
、
身
を
ひ
く
し
か
な
い
と
お
も
い
、
冠

冕
を
つ
け
た
貴
人
も
、[

文
化
は
つ
る]

�
地
の
ご
と
き
建
康

の
状
況
を
み
て
は
、
た
め
息
を
つ
く
の
み
で
あ
る
。

詩
歌
が
こ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、
文
章
の
ほ
う
も
お
な
じ
状
況

だ
。
た
だ
墨
は
も
の
を
い
わ
な
い
の
で
、
だ
ま
っ
て

[
紙
に]

染
み
を
つ
け
る
だ
け
だ
し
、
紙
も
心
が
な
い
の
で
、[
ひ
と
に]

さ
れ
る
が
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
ひ
ど
い
も
の
だ
。
文
学
の
混

迷
ぶ
り
が
、
こ
れ
ほ
ど
に
な
る
と
は
。

こ
の
第
五
段
ま
で
が
、
都
の
詩
風
へ
の
批
判
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
都

の
文
学
を
、
巴
人
下
里
の
ご
と
き
卑
俗
な
歌
声
や
、
淫
風
が
は
や
っ
た

鄭
の
詩
風
に
擬
し
て
、
つ
よ
い
非
難
の
こ
と
ば
を
な
げ
つ
け
て
い
る
。

こ
う
し
た
比
擬
を
そ
の
ま
ま
解
す
れ
ば
、
蕭
綱
は
艶
詩
の
類
を
こ
の
ま

ず
、
格
調
た
か
い
正
統
的
文
学
を
志
向
し
て
い
る
と
み
な
し
て
よ
さ
そ

う
だ
。

｢

玉
徽｣

(

玉
製
の
琴
徽)

｢

金
銑｣

(

高
級
な
金)

は
、
と
も
に
格
調

た
か
い
詩
歌
の
喩
で
あ
る
。
都

(

建
康)

で
は
、
そ
れ
が
か
え
っ
て
嘲

笑
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た

｢

巴
人｣

｢

下
里｣

は
下
等
な
歌
曲
の

意
だ
が
、
こ
こ
で
は
卑
俗
な
詩
歌

(

具
体
的
に
は
、
京
師
で
流
行
し
て

い
る

｢

懦
鈍
な
る
常
に
殊
な
る｣

詩)

の
喩
だ
ろ
う
。

｢

巴
人｣

｢

下
里｣

に
つ
い
て
は
、
宋
玉

｢

対
楚
王
問｣

に

｢

客
有
歌

於
郢�

中�

者
。
其
始
曰
下�

里�

巴�

人�

、
国
中
属
而
和�

者
数
千
人
…
…
其
為
陽�

春�

白
雪
、
国
中
属
而
和�

者
数
十
人
。
…
…
是
其
曲
弥
高
其
和�

弥
寡｣

(

客
に

[

楚
の
都
の]

郢
で
う
た
う
者
が
い
た
。
は
じ
め
下
等
な

｢

下

里｣
｢

巴
人｣

の
歌
を
う
た
え
ば
、
国
中
で
唱
和
す
る
者
は
数
千
人
も

い
た
。
…
…
つ
ぎ
に
高
尚
な

｢

陽
春｣

｢

白
雪｣

を
う
た
う
と
、
国
中

で
唱
和
す
る
者
は
数
十
人
だ
っ
た
。
…
…
こ
れ
は
歌
が
高
尚
に
な
る
ほ

ど
、
唱
和
す
る
者
が
す
く
な
く
な
る
か
ら
だ
、
の
意)

と
あ
り
、
下
等

な
歌
曲

(

下
里
・
巴
人)

は
理
解
者
が
お
お
い
が
、
高
尚

(

陽
春
・
白

雪)
に
な
る
ほ
ど
理
解
者
は
す
く
な
く
な
る
、
と
い
う
意
味
だ
。
こ
の

典
拠
を
い
か
し
て

｢

巴
人
下
里
、
更
合
郢
中
之
聴｣

を
直
訳
す
れ
ば
、
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｢
下
等
な
巴
人
下
里
の
曲
は
、[

楚
の
都
の]

郢
の
聴
衆
の

[

下
等
な]

好
み
に
あ
う｣

と
い
う
意
に
な
ろ
う
。
そ
の
真
意
は
、
も
ち
ろ
ん

｢

懦

鈍
な
詩
が
京
師
の
人
び
と
の
好
み
に
あ
う｣

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

｢

巴
人
や
下
里
の
ご
と
き
俗
歌
が
、
京
師
の
人
び
と
に
も
て
は
や
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た｣
と
訳
し
て
お
い
た
。

｢

陽
春
高
而
不
和｣
句
は
、
上
句

｢

巴
人｣

云
々
と
の
関
係
で
布
置

さ
れ
た
の
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で

｢
陽
春｣

と
対
応
す
る
の
は

｢

妙
声｣

で
あ
り
、
や
や
対
応
が
奇
妙
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
宋
玉

｢

対
楚
王

問｣

の
典
拠
を
利
用
し
た
な
ら
ば
、｢
下
里
巴
人｣
(

下
等
な
歌
曲)

と

｢

陽
春
白
雪｣

(

高
尚
な
歌
曲)

を
反は
ん

対つ
い

ふ
う
に
対
応
さ
せ
る
の
が
ふ
つ

う
だ
ろ
う
。
そ
れ
な
の
に
蕭
綱
は
、｢

巴
人
下
里｣
を

｢

玉
徽
金
銑｣

と
対
応
さ
せ
て
反
対
を
構
成
し
、｢

陽
春｣

を

｢

妙
声｣
と
対
応
さ
せ

て
正せ

い

対つ
い

に
し
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
の
意
味
で
、
こ
こ
の
典
故
利
用
は
、

あ
ま
り
巧
緻
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。
別
稿
で
も
説
明
す
る
予
定
だ
が
、

こ
う
し
た
巧
緻
な
ら
ざ
る
典
故
利
用
も
、
こ
の
蕭
綱
書
簡
の
速
成
ぶ
り

を
暗
示
す
る
も
の
だ
ろ
う
。

な
お

｢

妙
声
絶
而
不
尋｣

句
は
、
似
た
用
例
と
し
て
、
晋
の
向
秀

｢

思
旧
賦｣

の

｢

聴
鳴
笛
之
慷
慨
兮
、
妙�

声�

絶�

而�

復�

尋�｣
(

な
げ
く
が
ご

と
き
笛
の
音
を
き
い
て
い
る
と
、
そ
の
妙
音
は
と
だ
え
て
は
、
ま
た
つ

づ
い
て
ゆ
く
、
の
意)

と
い
う
句
が
み
つ
か
っ
た
。
蕭
綱
は
、
こ
の
向

秀
賦
の
字
句
を
す
こ
し
も
じ
っ
て

(｢

絶｣

の
意
を

｢

と
だ
え
る｣

か

ら

｢

絶
妙
な｣

に
か
え
て
い
る)

使
用
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

つ
づ
く

｢

精
討
錙
銖｣

以
下
の
四
句
は
、
陸
機

｢

文
賦｣

か
ら
の
語

彙
を
利
用
し
て
い
る

(『

林
田』

も
指
摘)

。｢

錙
銖｣

は

｢

文
賦｣

に

｢

考
殿
最
於
錙�

銖�

、
定
去
留
於
毫
芒｣

(

字
句
の
配
置
を
細
部
ま
で
よ
く

検
討
し
、
取
捨
を
こ
ま
か
な
点
ま
で
か
ん
が
え
る
よ
う
す
べ
き
で
あ
る
、

の
意)

と
あ
り
、｢

文
質｣

は

｢

文
賦｣

に

｢

碑
披
文�

以
相
質�｣

(

碑
は

文
飾
を
く
わ
え
て
質
実
さ
を
お
ぎ
な
い
、
の
意)

と
あ
り
、｢

巧
心｣

は

｢

文
賦｣

に

｢

雖
濬
発
於
巧�

心�

、
或
授
蚩
於
拙
目｣

(

か
く
深
慮
を

つ
く
し
た
作
で
あ
っ
て
も
、
と
き
に
浅
薄
な
連
中
か
ら
嘲
笑
さ
れ
る
こ

と
も
あ
り
う
る
、
の
意)

と
あ
る
。
そ
し
て

｢

巧
心｣

と

｢

妍
手｣

を

対
応
さ
せ
る
こ
と
も
、｢

文
賦｣

の

｢

其
会
意
也
尚
巧�

、
其
遣
言
也
貴

妍�｣
(

た
だ
全
体
の
構
成
を
か
ん
が
え
る
に
は
、
巧
級
さ
が
た
い
せ
つ

だ
し
、
字
句
を
布
置
す
る
に
は
、
美
麗
さ
を
重
視
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
の

意)

に
ヒ
ン
ト
を
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
四
句
以
外
で
も
、
こ
の
前
後
に
は

｢

文
賦｣

と
関
係
す
る
語
が

お
お
い
。
す
こ
し
ま
え
の

｢

反
為
拙
目
所
嗤｣

句
の

｢

拙
目｣

は
、

｢

文
賦｣

に

｢
雖
濬
発
於
巧
心
、
或
授
蚩
於
拙�

目�｣
(

前
出)

と
用
例
が
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み
え
て
い
る
。
ま
た

｢

巴
人
下
里｣

の

｢

下
里｣

も
、｢

文
賦｣

に

｢

綴
下�

里�

於
白
雪
、
吾
亦
済
夫
所
偉｣

(

低
俗
な

｢

下
里｣

の
曲
を
、
高

尚
な

｢
白
雪｣

の
曲
に
つ
づ
け
て
奏
し
た
と
し
て
も
、
私
だ
っ
た
ら

｢

下
里｣

な
り
の
美
点
を
ひ
き
だ
し
て
み
せ
る
の
だ
が
、
の
意)

と
あ

り
、｢

陽
春
高
而
不�

和�｣

の

｢

不
和｣

も
、｢

文
賦｣

に

｢

象
下
管
之
偏

疾
、
故
雖
応
而
不�

和�｣
(

舞
台
下
の
管
楽
が
急
速
す
ぎ
る
と
、
ほ
か
の

楽
器
が
こ
れ
に
対
応
し
よ
う
と
し
て
も
、
う
ま
く
諧
和
し
な
い
の
に
そ
っ

く
り
だ
、
の
意)

と
あ
る
。
ご
く
近
接
し
た
場
所
で
の
こ
う
し
た
語
彙

の
一
致
は
、
文
学
の
創
作
を
音
楽
の
比
喩
で
か
た
ろ
う
と
す
る
こ
と
と

あ
わ
せ
、
お
そ
ら
く
偶
然
で
は
あ
る
ま
い

(
第
一
段
の

｢

庸
音｣

も
お

な
じ
だ
っ
た)

。
こ
の
書
簡
を
つ
づ
っ
た
と
き
の
蕭
綱
の
脳
裏
に
は
、

陸
機

｢

文
賦｣

の
字
句
が
去
来
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

つ
ぎ
の

｢

握
瑜
懐
玉
之
士｣

四
句
は
、
こ
れ
ま
で
典
拠
に
な
に
を
想

定
す
る
か
で
諸
説
が
あ
っ
て
、
な
か
な
か
解
釈
が
一
定
し
な
か
っ
た
。

私
見
で
は
、『

清
水』

の
解
釈
が
妥
当
な
も
の
と
お
も
わ
れ
る
の
で
、

右
の
訳
文
も
そ
れ
に
よ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、｢

握
瑜
懐
玉
之
士｣

は

『

楚
辞』

九
章
懐
沙
の

｢

懐�

瑾�

握�

瑜�

兮
、
窮
不
知
所
示｣

(

宝
石
を

い
だ
き
美
玉
を
に
ぎ
り
し
め
な
が
ら
も
、
困
窮
し
て
だ
れ
に
し
め
し
て

よ
い
か
も
わ
か
ら
ぬ
、
の
意)

な
ど
を
ふ
ま
え
、｢

章
甫
翠
履
之
人｣

は

『

荘
子』

逍
遙
游
の

｢

宋
人
資
章�

甫�

而
適
諸
越
、
越
人
断
髮
文
身
、

無
所
用
之｣
(

宋
人
が
章
甫
の
冠
を
し
い
れ
て
越
の
国
へ
商
売
に
い
っ

た
が
、
越
の
人
び
と
は
断
髮
文
身
で
あ
り
、
冠
な
ど
無
用
だ
っ
た
、
の

意)

に
も
と
づ
き
、
そ
し
て

｢

鄭
邦｣

｢

�
郷｣

は
、
そ
れ
ぞ
れ
乱
世

の
国
と
、
文
化
果
つ
る
の
地
の
意
で
あ
る

と
解
す
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
良
識
あ
る
人
び
と

(

握
瑜
懐
玉
之
士
、
章
甫
翠
履
之
人)

は
、
鄭
邦
や
�
郷
の
ご
と
き
京
師
の
詩
風
を
み
て
、
す
っ
か
り
嫌
気
が

さ
し
て
し
ま
っ
て
い
る

(

知
退
、
歎
息)

、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

｢

詩
既
若
此
、
筆
又
如
之｣

は
、
解
釈
に
は
べ
つ
に
問
題
は
な
い
が
、

こ
の
二
句
に
よ
っ
て
、
こ
こ
以
前
の
議
論
が
も
っ
ぱ
ら
詩
歌
を
対
象
と

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
と
い
う
点
で
、
重
要
で
あ
る
。
こ
の
と
き
の

蕭
綱
に
と
っ
て
は
、
賦
で
も
駢
文
で
も
な
く
、
詩

(

五
言
詩
だ
ろ
う)

の
動
向
の
ほ
う
が
、
と
く
に
大
事
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

つ
づ
く｢

煙
墨｣

四
句
は
な
に
か
典
拠
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

よ
く
わ
か
ら
な
い
。
墨
と
紙
と
を
擬
人
化
し
、
そ
れ
ら
が
都
の
へ
っ
ぽ

こ
文
人
か
ら
す
き
な
よ
う
に
あ
つ
か
わ
れ
て
い
る
、
と
同
情
的
に
の
べ

て
い
る
。
蕭
綱
な
り
の
ユ
ー
モ
ア
な
の
か
も
し
れ
な
い
。｢

任
其
揺
襞｣

句
が
わ
か
り
に
く
い
が
、
紙
が
墨
で
字
を
か
か
れ

(

揺)

、[

か
か
れ
た

あ
と]

お
り
た
た
ま
れ
て
い
る(

襞)

、
の
意
だ
ろ
う
か
。｢

一
至
於
此｣
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の
｢

此｣

は
、
京
師
に
お
け
る

｢

懦
鈍
殊
常｣

｢

競
学
浮
疎｣

｢

争
為
闡

緩｣
の
詩
風
を
さ
す
の
だ
ろ
う
。
第
二
段
の

｢

比
見
京
師
文
体｣

か
ら

は
じ
ま
っ
た
京
師
の
文
風
批
判
は
、
よ
う
や
く
こ
こ
で

[

い
っ
た
ん]

お
わ
っ
て
い
る
。

第
六
段

文
学
の
再
興

ち
か
ご
ろ
の
謝
�
や
沈
約
の
詩
、
そ
し
て
任
�
や
陸
�
の
文

章
、
こ
れ
ら
こ
そ
文
学
の
最
高
峰
で
あ
り
、
著
作
の
規
範
と
す

べ
き
も
の
で
あ
る
。
張
率
の
賦
や
周
捨
の
論
弁
も
、
名
手
の
手

に
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
は
お
目
に
か
か
れ
な
い
傑
作
で
あ

る
。こ

の
よ
う
に
文
学
の
道
は
ま
だ
ほ
ろ
び
ず
、
世
に
は
き
っ
と

俊
英
が
ひ
そ
ん
で
い
る
は
ず
だ
。
そ
う
し
た
連
中
を
指
導
す
る

者
は
、
弟
の
お
ま
え
を
お
い
て
だ
れ
が
い
よ
う
か
。

こ
う
し
た
こ
と
を
議
論
し
た
い
の
だ
が
、
い
い
機
会
が
な
い
。

私
は
わ
が
子
建

(

曹
植)

を
お
も
っ
て
は
、
と
も
に
文
学
を
批

評
し
て
み
た
く
て
な
ら
ん
の
だ
。
そ
し
て
才
能
の
清
濁
を
�
渭

の
よ
う
に
は
っ
き
り
弁
別
し
、
人
物
の
評
論
を
あ
の
汝
南
の
月

旦
の
よ
う
に
や
っ
て
み
た
い
。
朱
色
が
さ
だ
ま
れ
ば

[

紫
色
も

は
っ
き
り
す
る
の
で]

才
の
優
劣
も
き
ま
る
。[

そ
の
よ
う
に

優
劣
を
明
確
に
し
て]

エ
セ
詩
人
た
ち
に
お
そ
れ
い
ら
せ
、
ヘ

ボ
詩
人
た
ち
を
恥
じ
い
ら
せ
て
や
り
た
い
の
だ
。
そ
う
す
れ
ば

袁
紹
が
許
劭
に
み
ら
れ
る
の
を
お
そ
れ
、
牛
泥
棒
が
王
烈
に
罪

を
し
ら
れ
る
の
を
恥
じ
る
が
ご
と
く
に
な
る
だ
ろ
う
。

お
ま
え
に
あ
い
た
い
が
、
な
か
な
か
機
会
が
な
い
。
こ
の
無

念
さ
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
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至
如
近
世

謝
�
沈
約
之
詩
、
斯
実

文
章
之
冠
冕
、

任
�
陸
�
之
筆
、

述
作
之
楷
模
。

張
士
簡
之
賦
、
亦
成
佳
手
、
難
可
復
遇
。

周
升
逸
之
弁
、

文
章
未
墜
、
必
有
英
絶
。
領
袖
之
者
、
非
弟
而
誰
。

毎
欲
論
之
、
無
可
与
語
。
思
吾
子
建
、
一
共
商
�
。

弁
茲
清
濁
、
使
如
�
渭
、

朱
丹
既
定
、

論
茲
月
旦
、
類
彼
汝
南
。

雌
黄
有
別
、

使
夫

懐
鼠
知
慚
、

譬
斯
袁
紹
、
畏
見
子
将
、

濫
�
自
恥
。

同
彼
盗
牛
、
遥
羞
王
烈
。

相
思
不
見
、
我
労
如
何
。



京
師
の
文
風
批
判
を
お
え
、
蕭
綱
は
こ
の
最
後
の
第
六
段
で
、｢

文

学
は
ま
だ
ほ
ろ
ん
で
い
な
い
。
お
ま
え

(

弟
の
蕭
繹)

に
、
当
代
の
俊

英
た
ち
を
リ
ー
ド
し
て
も
ら
い
た
い｣

と
よ
び
か
け
て
、
一
篇
を
と
じ

て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の

｢

領
袖
之
者
、
非
弟
而
誰｣

(

そ
う
し
た

連
中
を
指
導
す
る
者
は
、
弟
の
お
ま
え
を
お
い
て
だ
れ
が
い
よ
う
か)

の
よ
び
か
け
は
、
お
そ
ら
く
社
交
辞
令
ふ
う
の
こ
と
ば
だ
ろ
う
。
じ
っ

さ
い
は
弟
に
ま
か
せ
る
の
で
な
く
、｢

皇
太
子
と
な
っ
た
自
分
こ
そ
が｣

と
お
も
っ
て
い
た
に
相
違
な
い
。
ま
た
末
尾
の
二
句

｢

相
思
不
見
、
我

労
如
何｣

(

お
ま
え
に
あ
い
た
い
が
、
な
か
な
か
機
会
が
な
い
。
こ
の

無
念
さ
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
ぞ)

は
、
い
か
に
も
書
簡
の
結
語
ふ
う

な
儀
礼
的
文
言
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
じ
っ
さ
い
の
蕭
綱
返
書
も
、
お

そ
ら
く
こ
こ
で
お
わ
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

｢

至
如
近
世
謝
�
沈
約
之
詩｣

八
句
で
は
、
蕭
綱
が
た
か
く
評
価
す

る
理
想
的
な
文
学
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
こ
の

｢

近
世｣

は
、
挙
例
さ
れ

た
文
人
の
生
卒
年
か
ら
み
る
と
、
ご
く
最
近
ま
で
活
躍
し
て
い
た
文
人

も
お
お
い
の
で
、｢

ち
か
ご
ろ｣

と
訳
し
た
ほ
う
が
よ
さ
そ
う
だ
。
蕭

綱
は
ま
ず
謝
�
と
沈
約
の
詩
、
任
�
や
陸
�
の
文
章
、
こ
れ
ら
を
文
学

の
最
高
峰
で
あ
り
、
規
範
で
あ
る
と
絶
賛
し
て
い
る
。｢

述
作
之
楷
模｣

(

著
作
の
規
範)

と
い
う
の
は
、[

謝
霊
運
や
裴
子
野
で
な
く]

こ
の
四

名
の
詩
文
を
こ
そ
模
倣
す
べ
し
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
第
四
段
で
は
、

霊
運
詩
や
子
野
詩
へ
の
模
倣
を
批
判
し
て
い
た
。
つ
ま
り
蕭
綱
は
文
学

に
お
け
る
模
倣
を
否
定
し
て
い
る
の
で
な
く
、
模
倣
す
べ
き
対
象
を
ま

ち
が
え
て
は
い
け
な
い
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る

(『

岡
村』

に
よ

る)

。蕭
綱
は
つ
づ
い
て
、
張
率
の
賦
や
周
捨
の
弁
も
た
た
え
る
。
張
率

(

四
七
五
〜
五
二
七)

は
、
陸
�
と
な
ら
ん
で
才
腕
を
た
た
え
ら
れ
た

文
人
で
あ
る
。
沈
約
や
任
�
に
み
と
め
ら
れ
、
ま
た
武
帝
か
ら
も
賦
の

腕
前
を
た
か
く
称
賛
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
周
捨

(

四
六
九
〜
五
二
四)

は
永
明
文
学
の
推
進
者
、
周
�
の
息
子
で
あ
る
。
彼
は
文
人
と
い
う
よ

り
政
治
家
と
し
て
手
腕
を
発
揮
し
、
奏
議
の
文
章
を
た
く
さ
ん
つ
づ
っ

て
い
る
。
こ
こ
の

｢

弁｣

は
、
そ
れ
ら
の
政
治
的
な
奏
議
の
文
を
さ
す

の
だ
ろ
う
。

す
で
に

『

清
水』

『

岡
村』

も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
あ
げ
た

六
人
の
文
人
は
、
い
ず
れ
も
永
明
文
学
の
推
進
者
と
そ
の
関
連
の
者
ば

か
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
蕭
綱
は
、
永
明
文
学
を
最
高
の
文
学
だ
と
し
、

模
倣
す
べ
き
対
象
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
だ
。
書
簡
中
の
こ
う
し
た
永

明
文
学
礼
賛
の
記
述
が
、
後
代
、
姚
思
廉
が

『

梁
書』

に
引
用
す
る
さ

い
の
ま
え
が
き
ふ
う
文
章
、
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斉
永
明
中
、
文
士
王
融
、
謝
�
、
沈
約
文
章
始
用
四
声
、
以
為
新

変
。
至
是
転
拘
声
韻
、
弥
尚
麗
靡
、
復
踰
於
往
時
。
時
太
子
与
湘

東
王
書
論
之
曰
、

斉
の
永
明
年
間
、
文
人
の
王
融
、
謝
�
、
沈
約
ら
は
、
は
じ
め

て
詩
文
に
四
声
の
理
論
を
採
用
し
、
こ
れ
を
新
変
と
称
し
た
の

だ
っ
た
。
蕭
綱
が
梁
の
太
子
に
な
る
や
、
ま
す
ま
す
声
律
に
こ

だ
わ
り
、
華
美
な
表
現
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
そ
れ
が

永
明
の
こ
ろ
よ
り
は
な
は
だ
し
く
な
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
、
太
子

の
蕭
綱
は
弟
の
湘
東
王
に
書
簡
を
お
く
っ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に

論
じ
た
の
だ
っ
た
。

に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
だ
と
お
も
わ
れ
る

(
詳
細
は
別
稿)

。

｢

文
章
未
墜｣

は
、
お
そ
ら
く

『

論
語』

子
張
の

｢
文
武
之
道
、
未�

墜�

於
地｣

(

文
王
武
王
の
道
は
、
ま
だ
地
に
お
ち
た
わ
け
で
は
な
い
、

の
意)

に
依
拠
し
た
表
現
だ
ろ
う
。｢

英
絶｣

(

詩
文
の
俊
英
、
の
意)

と
は
お
そ
ら
く
、
自
分
の
周
辺
に
い
る
�
肩
吾
親
子
や
徐
�
親
子
な
ど

を
さ
す
の
だ
ろ
う
。
ま
た

｢

思
吾
子
建｣

の

｢

子
建｣

は
、
も
ち
ろ
ん

魏
の
曹
植
の
あ
ざ
な
で
あ
る
。
つ
ま
り
蕭
綱
は
弟
の
蕭
繹
を
、[

最
高

の
詩
人
と
た
た
え
ら
れ
て
い
た]

曹
植
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
の
だ
。
蕭

繹
へ
の

[

お
世
辞
ま
じ
り
で
は
あ
っ
て
も]

た
か
い
評
価
が
う
か
が
え

る
と
と
も
に
、
お
の
れ

(

蕭
綱)

を
曹
植
の
兄
の
曹
丕
に
擬
し
、
魏
の

皇
太
子
時
代
の
曹
丕
が
建
安
文
人
を
ひ
き
い
た
ご
と
く
、
自
分
も
梁
の

文
壇
を
リ
ー
ド
し
て
ゆ
く
の
だ
と
い
う
意
欲
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
あ

た
り
、
蕭
綱
の
烈
々
た
る
意
気
ご
み
が
う
か
が
え
る
と
い
っ
て
よ
い
。

｢

一
共
商
�｣

句
を
な
す

｢

一
共｣

｢

商
�｣

は
、
両
語
と
も
六
朝
の
ま

え
に
は
用
例
を
み
な
い
。｢

一
共｣

の
ほ
う
は
、
た
ぶ
ん
当
時
の
口
語

だ
ろ
う
。

｢

弁
茲
清
濁
、
使
如
�
渭｣

二
句
か
ら
、
い
っ
た
ん
お
わ
っ
て
い
た

都
の
文
風
批
判
が
ま
た
ふ
き
だ
し
て
い
る
。
感
情
的
と
い
っ
て
よ
い
ほ

ど
の
は
げ
し
い
非
難
が
、
ふ
た
た
び
く
り
か
え
さ
れ
て
ゆ
く
。｢

弁
茲｣

二
句
は
、『

詩
経』

�
風
谷
風
の
詩
に
由
来
す
る
、｢

�
水
は
に
ご
り
渭

水
は
き
よ
い
↓
才
能
の
優
な
る
も
の
と
劣
な
る
も
の｣

の
考
え
を
利

用
し
た
も
の
。｢

論
茲
月
旦｣

二
句
も
、
後
漢
の
許
劭
ら
が
汝
南
で
お

こ
な
っ
た
人
物
批
評
を
ふ
ま
え
た
も
の
。
要
す
る
に
初
四
句
は
、｢

�

渭
や
月
旦
の
よ
う
に
、
詩
才
の
優
劣
を
は
っ
き
り
さ
せ
る｣

と
い
う
意

味
で
あ
る
。

つ
づ
く｢

朱
丹
既
定
、
雌
黄
有
別｣

二
句
も
、
お
な
じ
よ
う
な
意
味
。

相
似
し
た
言
い
か
た
と
し
て
、
ほ
ぼ
同
時
代
の
劉
孝
標

｢

広
絶
交
論｣

に
、｢

雌�

黄�

出
其
脣
吻
、
朱�

紫
由
其
月�

旦�｣
(

優
劣
は
そ
の
口
よ
り
発
せ
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ら
れ
、
正
邪
は
そ
の
批
評
に
よ
っ
て
き
ま
っ
た
、
の
意)

と
い
う
表
現

が
あ
る
。｢

広
絶
交
論｣

中
の

｢

朱
紫｣

は
正
と
邪
の
意
味
な
の
で

(『

論
語』
陽
貨
篇
に
由
来
す
る)

、
蕭
綱
書
簡
の

｢

朱
丹
既
定｣

は
、

｢[

朱
紫
の
う
ち
の]

朱
色

(

朱
丹
＝
正
な
る
も
の)

が
さ
だ
ま
っ
た
な

ら
ば｣

の
意
と
な
ろ
う
。｢

雌
黄
有
別｣

の

｢

雌
黄｣

も
優
劣
の
意
味
。

し
た
が
っ
て

｢

朱
丹｣
二
句
は
、｢[

ど
ち
ら
が
朱

(

＝
正)

で
、
ど
ち

ら
が
紫

(

＝
邪)

だ
と]
朱
と
紫
の
別
が
明
瞭
に
な
れ
ば
、
詩
才
の
優

劣
が
は
っ
き
り
し
て
く
る｣

の
意
で
あ
り
、
対
偶
の
種
類
と
し
て
は
流

水
対
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

｢

懐
鼠｣

｢

濫
�｣

は
と
も
に
偽
物
の
意
。
前
者
は

『

戦
国
策』

秦
策

三
に
、
後
者
は

『

韓
非
子』

内
儲
説
上
に
、
そ
れ
ぞ
れ
も
と
づ
く
。
こ

こ
で
は
、
い
ま
京
師
で

｢

懦
鈍
殊
常｣

な
詩
を
つ
く
っ
て
い
る
、
エ
セ

詩
人
や
ヘ
ボ
詩
人
を
さ
す
の
だ
ろ
う
。｢

譬
斯
袁
紹｣

四
句
は
、
袁
紹

が
許
劭
に
み
ら
れ
る
の
を
お
そ
れ
、
牛
泥
棒
が
王
烈
に
し
ら
れ
る
の
を

は
じ
る
と
い
う
故
事
を
も
ち
い
て
い
る
。
前
者
は

『

三
国
志』

巻
二
十

三
和
洽
伝
所
引

｢

汝
南
先
賢
伝｣

に
、
後
者
は

『

後
漢
書』

列
伝
第
七

十
一
王
烈
伝
に
、
そ
れ
ぞ
れ
典
拠
が
あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に

｢

使
夫

懐
鼠
知
慚｣

六
句
は
、｢

私
た
ち
兄
弟

(

蕭
綱
と
蕭
繹)

の
す
る
ど
い

批
評
眼
に
よ
っ
て
、
都
の
へ
っ
ぽ
こ
詩
人
た
ち
を
お
そ
れ
い
ら
せ
て
や

り
た
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
み
ず
か
ら
恥
じ
る
よ
う
に
な
る
に
ち
が
い
な

い｣

の
意
だ
ろ
う
。

最
後
の
二
句

｢

相
思
不
見
、
我
労
如
何｣

は
、
現
代
の
手
紙
の
末
文

や
結
語
に
相
当
す
る
、
儀
礼
的
な
こ
と
ば
で
あ
る
。｢

我
労
如
何｣

は

『

詩』

小
雅
緜
蛮
に
由
来
す
る
語
。
た
だ
こ
の
句
は
、
曹
丕

｢

与
朝
歌

令
呉
質
書｣

に
も

｢

節
同
時
異
、
物
是
人
非
、
我�

労�

如�

何�｣
(

季
節
は

お
な
じ
で
も
時
間
は
た
っ
て
お
り
、
事
物
は
お
な
じ
で
も
人
び
と
は
ち

が
っ
て
い
ま
す
。
私
の
つ
ら
き
思
い
を
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
、

の
意)

と
つ
か
わ
れ
て
お
り
、
や
は
り
曹
丕
を
意
識
し
て
い
る
の
に
注

意
し
て
お
こ
う
。

(

文
学
部
教
授)
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