
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)

は
、
南
朝
梁
の
二
代
目
の
天
子
、
簡
文
帝
と
い
っ
た

ほ
う
が
、
通
り
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
彼
は
、
都
の
建
康
が
北
朝
生
ま
れ
の
荒
武
者
、
侯
景

(

五
〇
三
〜
五
五
二)

の
軍
に
占
拠

さ
れ
た
あ
と
に
即
位
し
、
傀
儡
の
天
子
と
し
て
、
侯
景
に
頤い

指し

さ
れ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
や
が
て
邪
魔
だ
と
み

な
さ
れ
る
や
、
さ
っ
さ
と
退
位
、
幽
閉
さ
せ
ら
れ
、
な
す
す
べ
も
な
く
害
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
人
生
を
画
す
る
天
子

へ
の
即
位
、
統
治
、
そ
し
て
退
位
、
す
べ
て
侯
景
の
意
の
ま
ま
に
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
南
朝
の
洗
練
が
北
方
の

野
性
に
蹂
躙
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
の
感
が
あ
る
。
侯
景
に
翻
弄
さ
れ
た
晩
年
で
あ
っ
た
。
享
年
四
十
九
歳
。

右
の
ご
と
き
悲
惨
な
晩
年
を
み
て
み
る
と
、
蕭
綱
が
も
っ
と
も
得
意
だ
っ
た
時
期
は
、
即
位
後
で
な
く
、
む
し
ろ
父
の
武
帝
の
治

下

(

在
位
五
〇
二
〜
五
四
九)

、
皇
太
子
と
し
て
す
ご
し
て
い
た
こ
ろ

(
五
三
一
〜
五
四
九)

だ
っ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
兄
の

蕭
統

(

五
〇
一
〜
五
三
一)

こ
と
、
昭
明
太
子
の
急
逝
を
う
け
て
太
子
と
な
っ
た
蕭
綱
は
、
兄
ゆ
ず
り
の
文
学
好
き
な
資
質
も
あ
っ

て
、
東
宮
に
お
お
く
の
文
人
を
あ
つ
め
て
旺
盛
な
文
学
活
動
に
は
げ
ん
だ
。
そ
の
活
動
ぶ
り
は
、
文
学
史
上
で
は

｢

宮
体
詩
を
確
立
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し
た｣

と
評
さ
れ
る
こ
と
が
お
お
い
。
有
名
な
艶
詩
集

『

玉
台
新
詠』

も
、
彼
が
側
近
の
徐
陵
に
命
じ
て
編
纂
さ
せ
た
も
の
と
さ
れ

て
い
る
。

そ
う
し
た
蕭
綱
の
文
学
的
著
作
の
な
か
に
、
異
母
弟
の
湘
東
王
こ
と
、
蕭
繹

(

五
〇
八
〜
五
五
五
。
の
ち
に
自
立
し
て
元
帝
と
な

る)

に
お
く
っ
た

｢

与
湘
東
王
書｣

と
い
う
書
簡
文
が
あ
る
。
こ
の
書
簡
文
は
、
わ
ず
か
百
二
十
一
句
の
短
篇
に
す
ぎ
な
い
が
、
蕭

綱
の
文
学
観
を
よ
く
表
明
し
た
も
の
と
し
て
、
文
学
批
評
史
の
う
え
で
は
重
視
さ
れ
て
き
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
別
稿

｢

蕭
綱
与
湘

東
王
書
札
記｣

(｢
中
京
大
学
文
学
会
論
叢｣

第
一
号

二
〇
一
五)

を
ふ
ま
え
つ
つ
、
こ
の
書
簡
文
の
文
章
を
吟
味
し
、
文
学
作
品

と
し
て
の
価
値
に
つ
い
て
私
見
を
の
べ
て
み
た
い
と
お
も
う
。

一

執
筆
を
め
ぐ
る
環
境

ま
ず
は
、｢

与
湘
東
王
書｣

執
筆
を
め
ぐ
る
環
境
を
概
観
し
て
お
こ
う
。
す
な
わ
ち
、
蕭
綱
は
い
つ
、
ど
こ
で
、
ど
う
い
う
状
況

で
、
こ
の
書
簡
文
を
つ
づ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
書
簡
執
筆
の
時
期
や
状
況
に
つ
い
て
は
、
以
前
か
ら
問
題
に
さ
れ
て
き
た
が
、
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
。
こ
の
書
簡
を
引
用

し
た

『

梁
書』

�
肩
吾
伝
の
序
文
ふ
う
記
述
や
、
書
簡
文
そ
れ
じ
た
い
の
内
容
読
解
に
よ
っ
て
、
ほ
ぼ
立
太
子

(

五
三
一)

後
の
い

つ
か
の
時
期
の
作
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
上
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
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｣

一
九

八
一

以
下
、『

清
水』)

が
、
こ
の
書
簡
文
は

『

芸
文
類
聚』

巻
七
十
七
で
は

｢

答
湘
東
王
和
受�

試�

詩
書｣

と
題
さ
れ
て
い
る
と
指

摘
し
て
か
ら
、
執
筆
状
況
を
め
ぐ
る
議
論
が
グ
ッ
と
精
密
に
な
っ
て
き
た
。
そ
し
て

『

清
水』

は
、
こ
の
標
題
の

｢

受
試｣

は

｢

受
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戒�｣

の
誤
り
だ
ろ
う
と
し
、
標
題
を

｢

湘
東
王
が
蕭
綱

〈

受
戒
詩〉

に
和
し
て
く
れ
た
こ
と
へ
の
返
書｣

の
意
で
は
な
い
か
、
と
推

測
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
解
す
る
と
、
こ
の
書
簡
文
は
、

�
蕭
綱
の
受
戒
と
関
連
す
る

�
湘
東
王

(

蕭
繹)

の

｢

和
受
戒
詩｣

(

蕭
綱

｢

受
戒
詩｣

に
和
し
た
詩)

と
関
連
す
る

と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
の
だ
っ
た
。

こ
の
二
点
に
注
目
し
た
の
が
、
呉
光
興

『

蕭
綱
蕭
繹
年
譜』

(

社
会
科
学
文
献
出
版
社

二
〇
〇
六)

で
あ
る
。
呉
氏
は
、
こ
の

『

清
水』

[

と
張
伯
偉

『
禅
与
詩
学』]

に
ヒ
ン
ト
を
え
た
の
だ
ろ
う
。
蕭
綱
に

｢

蒙�

華�

林�

園�

戒�

詩｣
(

華
林
園
の
戒か
い

を
蒙
こ
う
む
る
詩)

と
い

う
作
が
あ
り
、
こ
れ
が
湘
東
王
が
和
し
た

[

蕭
綱
の]

も
と
の
詩
だ
ろ
う
と
認
定
し
た
。
さ
ら
に
蕭
綱
の
べ
つ
の
蕭
繹
あ
て
書
簡

｢

答
湘
東
王
書｣

の
な
か
に
、｢
十�

八�

日�

晩�

、
華�

林�

閣
外
省
中
に
於
い
て
、
弟
の
九�

月�

一�

日�

の�

書�

を
得
た
り｣

や

｢

吾

菩�

薩�

禁�

戒�

を

受�

く
る
を
蒙
り
、
大
士
に
�
し
ゆ
う
預よ

す｣
な
ど
の
字
句
が
あ
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
の

｢

答
湘
東
王
書｣

は
、
蕭
綱

が
華
林
園
で
菩
薩
戒
を
受
戒
し
た
と
き
の
執
筆
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
受
戒
と
い
う
行
事
を
介
し
て
、｢

与
湘
東
王
書｣

(

＝

｢

答
湘
東
王
和
受�

戒�

詩
書｣)

と
も
ふ
か
い
関
係
が
あ
る
こ
と

(

つ
ま
り
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
か
か
れ
た
こ
と)

が
、
わ
か
っ
て
き
た
の

で
あ
る
。

こ
の

｢

答
湘
東
王
書｣

が
さ
ら
に
有
益
だ
っ
た
こ
と
は
、
書
簡
中
に

｢

十
八
日
晩｣

や

｢

九
月
一
日
の
書｣

の
よ
う
に
、
詳
細
な

日
づ
け
が
か
か
れ
て
い
た
こ
と
だ
。
蕭
綱
は
お
の
が
受
戒
の
次
第
を
、
こ
と
こ
ま
か
く
日
づ
け
を
付
し
て
弟
に
報
告
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
華
林
園
で
蕭
綱
が[

菩
薩
戒
を]

受
戒
し
た
よ
う
す
や
、
蕭
兄
弟
が
諸
書
簡
を
発
送
し
た
デ
ー
ト
ま
で
が
、

ほ
ぼ
推
定
で
き
た
の
だ
っ
た
。
か
く
し
て
、
蕭
綱
が

｢

与
湘
東
王
書｣
を
執
筆
し
た
年
月
日
、
お
よ
び
そ
の
書
簡
を
発
送
し
た
前
後

の
経
緯
が
、
い
っ
き
に
わ
り
だ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

｢

与
湘
東
王
書｣
の
執
筆
年
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
諸
説
が
提
出
さ
れ
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て
き
て
い
る
が

(

１)

、
私
は
こ
の
確
実
な
証
拠
に
も
と
づ
い
た
呉
氏
の
推
定
を
支
持
し
た
い
と
お
も
う
。

で
は
以
下
に
、
呉
氏
に
よ
っ
て
推
定
さ
れ
た
関
係
事
項
の
日
づ
け
を
列
挙
し
て
み
よ
う
。
す
べ
て
中
大
通
三
年

(

五
三
一)

中
の

で
き
ご
と
で
あ
る
。
こ
の
年
は
、
四
月
に
皇
太
子
の
蕭
統

(

昭
明
太
子)

が
三
十
一
歳
で
急
逝
し
、
三
か
月
後
の
七
月
に
蕭
綱
が
そ

の
地
位
を
つ
ぐ
と
い
う
、[

梁
室
に
と
っ
て
は]

重
大
な
事
案
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
発
生
し
た
。
そ
う
し
た
立
太
子
後
の
あ
わ
た
だ
し
い

状
況
の
な
か
で
、
蕭
綱
は
こ
の

｢

与
湘
東
王
書｣

を
つ
づ
っ
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
年
、
蕭
綱
は
二
十
九
歳
、
蕭
繹
は
二
十
四
歳
。

○
４
月
６
日

(
旧
暦
、
以
下
お
な
じ)

皇
太
子
の
蕭
統

(
昭
明
太
子)

卒
す
。

○
５
月
27
日

父
の
武
帝
、
晋
安
王
の
蕭
綱
(

蕭
統
の
同
母
弟)

を
つ
ぎ
の
皇
太
子
に
す
る
旨
の
詔
を
布
告
す
る
。

○
７
月
７
日

蕭
綱
、
皇
太
子
の
位
に
つ
き
、
天
下
に
大
赦
の
命
令
が
く
だ
さ
れ
る
。
綱
、
東
宮
は
修
繕
中
に
つ
き
、
か
り
に
東
府
に
う
つ

る

(

東
宮
へ
の
入
居
は
翌
年
９
月)

。

○
９
月
１
日

湘
東
王
の
蕭
繹

(

蕭
綱
の
異
母
弟)

、
江
陵
よ
り
書
簡

(

佚)

を
建
康
の
太
子
蕭
綱
に
お
く
る
。

○
９
月
17
日

蕭
綱
、
華
林
園
の
宝
雲
殿
に
は
い
り
、
菩
薩
戒
を
う
け
る
準
備
を
す
る
。

○
９
月
18
日

蕭
綱
、
華
林
園
に
て
９
月
１
日
発
の
蕭
繹
書
簡
を
う
け
と
る
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○
９
月
19
日

蕭
綱
、
華
林
園
の
宝
雲
殿
に
て
菩
薩
戒
を
う
け
る
。
こ
の
日
か
翌
日
に
、
蕭
綱
は

｢

蒙
華
林
園
戒
詩｣

(『

広
弘
明
集』

巻
三

〇)

を
つ
く
る
。
�
肩
吾
、
釈
恵
令
に
応
和
の
詩
あ
り

(

と
も
に

『

芸
文
類
聚』

巻
七
六)

。

○
９
月
20
日

蕭
綱
、｢
答
湘
東
王
書｣

(

９
月
１
日
発
の
蕭
繹
書
簡
へ
の
返
書
。『

広
弘
明
集』

巻
二
七)

を
蕭
繹
に
お
く
り
、
自
作

｢

蒙

華
林
戒
詩｣
を
同
封
す
る
。

○
10
月
中
下
旬

蕭
繹
、
蕭
綱
へ
の
書
簡

(

佚)

を
お
く
り
、
お
そ
ら
く
自
作
の

｢

和
受
戒
詩｣

(

蕭
綱
９
月
19
日
作
の

｢

蒙
華
林
園
戒
詩｣

に
和
し
た
詩
。
佚)

を
同
封
す
る
。

○
10
月
・
11
月

蕭
綱
、｢

与
湘
東
王
書｣

を
蕭
繹
に
お
く
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
蕭
綱

｢

与
湘
東
王
書｣

の
執
筆
環
境
が
ほ
ぼ
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち

｢

い
つ｣

執
筆
さ
れ
た
か
に
つ

い
て
は
、
中
大
通
三
年
冬
の
十
月

[

の
た
ぶ
ん
末]
か
ら
十
一
月
に
か
け
て
だ
ろ
う
。
同
年
の
九
月
十
九
日
に
華
林
園
で
菩
薩
戒
を

う
け
た
、
つ
ま
り

｢

受
戒｣

し
た
こ
と
、
お
よ
び

｢

与
湘
東
王
書｣

第
二
段
に

｢

冬
の
夜
な
が
、
な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
た
か
を

か
ん
が
え
る
に｣

(

玄�

冬�

脩
夜
、
思
所
不
得)

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
う
断
じ
て
ま
ず
ま
ち
が
い
な
い
。

｢

ど
こ
で｣

に
つ
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
梁
朝
の
都
、
建
康
の
東
宮

(
正
確
に
は
東
府)

で
執
筆
し
た
の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に

｢

ど
う

い
う
状
況
で｣

に
つ
い
て
は
、
九
月
十
九
日
に
華
林
園
で
受
戒
し
た
蕭
綱
は
、
同
夜
か
翌
日
に

｢

蒙
華
林
園
戒
詩｣

詩
を
つ
く
り
、

お
そ
ら
く
二
十
日
に
蕭
繹
あ
て
の
書
簡

｢

答
湘
東
王
書｣

に
同
封
し
て
お
く
っ
た
。
こ
れ
を
う
け
と
っ
た
蕭
繹
は
、
十
月
中
下
旬
に
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兄
へ
の
書
簡

(

佚)

を
お
く
り
、
自
作
の

｢

和
受
戒
詩｣

(

蕭
綱

｢

蒙
華
林
園
戒
詩｣

に
和
し
た
詩
。
佚)

を
同
封
し
た
。
こ
れ
を

う
け
、[

華
林
園
か
ら
か
え
っ
て
い
た]

蕭
綱
は
ふ
た
た
び
弟
あ
て
の
書
簡

｢

与
湘
東
王
書｣

を
、
十
月
末
〜
十
一
月
に
東
宮

(

東

府)
で
執
筆
し
た

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
う
い
う
ふ
う
に
み
る
と
、
七
月
に
皇
太
子
に
な
っ
た
ば
か
り
の
蕭
綱
は
、
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
、
華
林
園
で
の
受
戒
等
の
多
忙

な
公
務
を
こ
な
し
な
が
ら
も
、
精
力
的
に
詩
や
書
簡
文
を
つ
づ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
判
明
し
て
い
る
だ
け
で
九
月
〜
十
月

(

も
し
く
は
十
一
月)
の
あ
い
だ
に
、
蕭
繹
と
二
通
の
書
簡
文
を
交
換
し
あ
っ
て
い
る
し
、
ま
た
そ
の
書
簡
に
は
両
人
と
も
自
作
の

詩
を
同
封
し
て
い
た
は
ず
だ
。

し
か
も
、
そ
れ
ら
の
執
筆
も
き
わ
め
て
は
や
か
っ
た
。
当
時
の
通
信
事
情
を
か
ん
が
え
れ
ば
、
蕭
兄
弟
は
相
手
の
書
簡
を
う
け
と

る
や
、
す
ぐ
返
書
を
つ
づ
っ
て
信
使
に
託
し
て
い
た
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る

(

往
書
を
送
達
し
た
信
使
が
、
そ
の
ま
ま
返
書
を
も
っ
て

復
路
に
つ
く
と
す
れ
ば
、
返
書
は
短
時
日
に
つ
づ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
お
呉
氏
は
、
建
康
と
江
陵
間
の
信
書
の
送
達
時
日
は
、
二

十
日
ぐ
ら
い
だ
っ
た
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い
る)

。
す
る
と
、
本
稿
が
問
題
に
し
て
い
る
こ
の

｢

与
湘
東
王
書｣

も
、
た
ぶ
ん
短
時

日
で
か
き
あ
げ
た
も
の
と
お
も
わ
れ
、
慎
重
に
想
を
ね
っ
て
と
い
う
よ
り
、
怱
卒
の
間
の
作
だ
っ
た
と
か
ん
が
え
て
よ
か
ろ
う
。

二

姚
思
廉
の
誤
解

で
は
、
そ
う
し
て
か
か
れ
た
蕭
綱

｢

与
湘
東
王
書｣

の
主
旨
は
、
い
っ
た
い
那
辺
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
書
簡
は
、
京
師

の
文
風
を
批
判
し
、
弟
の
湘
東
王

(

蕭
綱)

に

[

世
に
ひ
そ
む]

俊
英
た
ち
を
リ
ー
ド
し
て
ほ
し
い
、
と
よ
び
か
け
た
も
の
だ
。
そ

れ
ゆ
え
蕭
綱
が
、
京
師
の
文
風
改
革
に
意
欲
を
も
や
し
て
い
た
の
は
わ
か
る
が
、
で
は
具
体
的
に
い
か
な
る
改
革
を
企
図
し
て
い
た
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の
か
。
私
の
読
解
に
誤
り
が
あ
る
の
を
お
そ
れ
る
が
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、｢

い
ま
京
師
で
は
や
っ
て
い
る
謝
霊
運
や
裴
子
野
へ
の

模
倣
は
だ
め
だ
。
か
つ
て
の
永
明
文
学
を
こ
そ
理
想
と
し
、
こ
れ
を
模
し
て
ゆ
く
よ
う
に
す
べ
き
だ｣

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と

お
も
う
。

｢

与
湘
東
王
書｣

に
よ
る
と
、
蕭
綱
は
基
本
的
に
、｢

詩
文
を
つ
く
る
に
あ
た
っ
て
は
、
適
切
な
模
範
を
え
ら
ば
ね
ば
な
ら
ぬ｣

と

い
う
創
作
理
念
を
も
っ
て
い
た
よ
う
だ

(

岡
村
繁

｢

文
選
と
玉
台
新
詠｣

〈『

文
選
の
研
究』

所
収〉

。
以
下
、『

岡
村』)

。
だ
が
、
い

ま
京
師
で
は
や
っ
て
い
る
霊
運
詩
や
子
野
詩
へ
の
模
倣
は
あ
や
ま
っ
た
も
の
で
あ
り
、
適
切
な
模
範
だ
と
は
い
い
が
た
い
、
と
蕭
綱

は
い
う
。

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
、
師
裴
則
蔑
絶
其
所
長
、
惟
得
其
所
短
。
謝
故
巧
不
可

階
、
裴
亦
質
不
宜
慕
。(

第
四
段)

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
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
。

蕭
綱
に
よ
る
と
、
謝
霊
運
は
天
才
で
奔
放
す
ぎ
る
の
で
、
と
う
て
い
模
倣
な
ど
で
き
っ
こ
な
い

(

後
述
す
る
よ
う
に
、
霊
運
の
詩
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じ
た
い
は
、
た
か
く
評
価
し
て
い
る)

、
ま
た
裴
子
野
は
文
学
的
美
し
さ
が
皆
無
な
の
で
範
と
す
べ
き
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
ら
し

い
。
で
は
、
い
っ
た
い
だ
れ
を
模
範
と
す
べ
き
な
の
か
と
い
え
ば
、

至
如
近
世
謝
�
沈
約
之
詩
、
任
�
陸
�
之
筆
、
斯
実
文
章
之
冠
冕
、
述
作
之
楷
模
。
張
士
簡
之
賦
、
周
升
逸
之
弁
、
亦
成
佳
手
、

難
可
復
遇
。(

第
六
段)

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
。

と
い
う
。
つ
ま
り
蕭
綱
は
、
謝
霊
運
や
裴
子
野
へ
の
模
倣
を
否
定
し
、
謝
�
や
沈
約
、
任
�
、
陸
�
ら

(

永
明
文
学
の
文
人
た
ち)

を
規
範
と
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
永
明
期
の
文
学
を
た
か
く
評
価
す
る
の
か
。
そ
れ
に
は
、
蕭
綱
な

り
の
文
学
観
が
関
係
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
蕭
綱
は
正
統
的
な
文
学
の
流
れ
を
、

但
以
当
世
之
作
、
歴
方
古
之
才
人
、
遠
則
揚
馬
曹
王
、
近
則
潘
陸
顏
謝
、
而
観
其
遣
辞
用
心
、
了
不
相
似
。
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
。(

第
三
段)

当
世
の
詩
風
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
世
の
詩
を
よ
し
と
す
る
な
ら
、
過
去
の
詩
は
否
定
す
べ
き
だ
し
、
過
去
の
文
人
を
た
た

え
る
の
な
ら
、
当
世
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
。

と
理
解
し
て
い
た
よ
う
だ
。
こ
こ
で
批
判
さ
れ
る

｢

当
世
の
詩
風｣

と
は
、
も
ち
ろ
ん
京
師
で
は
や
っ
て
い
る
霊
運
・
子
野
詩
を
模
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倣
す
る
詩
風
を
さ
す(『

清
水』

に
よ
る)

。
つ
ま
り
正
統
的
な
文
学
は
、
揚
雄
、
司
馬
相
如
、
曹
植
、
王
粲
、
そ
し
て
潘
岳
、
陸
機
、

顔
延
之
、
謝
霊
運
と
継
承
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
に
つ
づ
く
の
が
、
永
明
の
謝
�
や
沈
約
の
詩
、
そ
し
て
任
�
や
陸
�
の
文
章
な
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
現
在
の
我
わ
れ
も
、
こ
の
正
統
的
な
永
明
文
学
を
模
し
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
り
、
当
世
の
詩
風
な
ど
は
排
さ
ね
ば
な

ら
ぬ

と
い
う
こ
と
ら
し
い

(

蕭
綱
は
、
永
明
文
学
は
霊
運
詩
と
ち
が
っ
て
模
倣
可
能
だ
、
と
か
ん
が
え
て
い
る
の
だ
ろ
う)

。

す
で
に

『
岡
村』
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
蕭
綱
の
文
学
観
は
、
兄
の
蕭
統

『

文
選』

の
文
学
理
念
と
も
一
致
す
る
も
の

で
あ
り
、
当
時
と
し
て
は
き
わ
め
て
ま
っ
と
う
な
文
学
観
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
の
よ
う
に
蕭
綱
は
永
明
文
学
に
敬
意
を
は
ら
い
、
そ
れ
を
規
範
と
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
だ
が
、
問
題
な
の
は
、
こ

の
書
簡
を
�
肩
吾
伝
に
引
用
し
た
唐
初
の
姚
思
廉

(『

梁
書』

の
編
者)

は
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う

こ
と
だ
。
と
い
う
の
は
、
�
肩
吾
伝
に
こ
の
書
簡
を
引
用
す
る
さ
い
、
姚
思
廉
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
序
文
ふ
う
記
述
を
冠
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

太
宗
在
藩
、
雅
好
文
章
士
、
時
肩
吾
与
東
海
徐
�
、
呉
郡
陸
杲
、
彭
城
劉
遵
、
劉
孝
儀
、
儀
弟
孝
威
、
同
被
賞
接
。
及
居
東
宮
、

又
開
文
徳
省
、
置
学
士
、
肩
吾
子
信
、
�
子
陵
、
呉
郡
張
長
公
、
北
地
傅
弘
、
東
海
鮑
至
等
充
其
選
。
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

蕭
綱
は
藩
府
に
い
た
こ
ろ
か
ら
、
文
学
の
士
を
こ
の
ん
だ
。
そ
の
こ
ろ
�
肩
吾
は
、
東
海
の
徐
�
、
呉
郡
の
陸
杲
、
彭
城

の
劉
遵
、
劉
孝
儀
、
儀
の
弟
の
劉
孝
威
ら
と
と
も
に
、
蕭
綱
か
ら
手
あ
つ
く
遇
せ
ら
れ
て
い
た
。
蕭
綱
は
太
子
と
な
る
や
、

文
徳
省
を
ひ
ら
い
て
学
士
を
お
き
、
肩
吾
の
子
の
�
信
、
徐
�
の
子
の
徐
陵
、
呉
郡
の
張
長
公
、
北
地
の
傅
弘
、
東
海
の
鮑

至
ら
が
そ
の
任
に
つ
い
た
。

斉
の
永
明(

四
八
三
〜
四
九
三)

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
、
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こ
れ
を
新
変
と
称
し
た
の
だ
っ
た
。
蕭
綱
が
梁
の
太
子
に
な
る
に
お
よ
び
、
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
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
。

こ
こ
の
記
述

(『

南
史』

�
肩
吾
伝
も
ほ
ぼ
お
な
じ)

は
、
明
示
は
し
な
い
も
の
の
、
お
そ
ら
く
蕭
綱
ら
が
主
導
し
た
宮
体
詩
こ

と
艶
詩

(

２)

を
批
判
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
ま
ず
姚
思
廉
は
前
半
で
、
蕭
綱
は
藩
府
や
東
宮
に
い
た
こ
ろ
か
ら
、
文
学
の
士
を
こ
の
ん
だ
云
々

と
、
�
肩
吾
が
�
信
、
徐
�
、
徐
陵
ら
と
と
も
に
、
蕭
綱
か
ら
厚
遇
さ
れ
た
こ
と
を
い
う
。
こ
こ
の
�
・
徐
の
二
組
の
親
子
は
、
艶

詩
の
名
手
た
ち
で
あ
る
。
そ
し
て
原
文

｢

斉
永
明
中｣

以
下
の
後
半
で
斉
で
の
永
明
体
流
行
に
言
及
し
た
う
え
で
、
蕭
綱
立
太
子
当

時
の
詩
風
に
つ
い
て
、｢

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
よ
り
は
な
は
だ

し
く
な
っ
た｣

(

転
拘�

声
韻
、
弥
尚
麗�

靡�

、
復
踰�

於
往
時)

と
批
判
的
に
か
た
っ
て
い
る

(『

岡
村』

は
、
傍
点
を
付
し
た
語
は
い
ず

れ
も
非
難
の
語
気
を
ふ
く
む
と
指
摘
す
る)

。
こ
う
し
た
言
辞
は
、
お
そ
ら
く
宮
体
詩
に
む
け
た
も
の
だ
ろ
う
。
宮
体
詩
の
実
態
は
、

永
明
文
学
を
継
承
し
た
声
律
の
整
備
と
、
女
性
美
を
中
心
と
し
た
艶
麗
な
表
現
と
に
あ
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、
こ
こ
の｢

転
拘
声
韻｣

(

声
律
に
こ
だ
わ
る)

は
そ
の
前
者
を
さ
し
、｢
弥
尚
麗
靡｣

(

華
美
な
表
現
を
重
視
す
る)

は
そ
の
後
者
を
暗
示
し
た
も
の
と
か
ん

が
え
ら
れ
る
。
そ
し
て

｢

復
た
往
時
を
踰こ

ゆ｣

の
語
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
へ
の
過
度
の
拘
泥
を
諷
し
た
の
だ
ろ
う
。
姚
思
廉
は
、
か

か
る
批
判
的
言
辞
を
冠
し
た
う
え
で
、｢

与
湘
東
王
書｣
を
引
用
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
こ
の
書
簡
文
は
宮
体
詩
を
鼓
吹
し
た
も

の
と
、
と
み
な
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

だ
が
、
じ
っ
さ
い
に｢

与
湘
東
王
書｣

を
精
細
に
よ
ん
で
み
る
と
、
そ
の
主
旨
は
、
右
に
み
た
よ
う
に
謝
・
裴
の
模
倣
を
批
判
し
、

永
明
文
学
を
規
範
と
す
べ
し
と
主
張
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
宮
体
詩
と
は
直
接
的
な
関
係
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
蕭
綱
は
同

書
簡
中
で
、
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玉
徽
金
銑
、
反
為
拙
目
所
嗤
、
巴�

人�

下�

里�

、
更�

合�

郢�

中�

之�

聴�

。
陽
春
高
而
不
和
、
妙
声
絶
而
不
尋
。
…
…
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
。(

第
五
段)

玉
徽
や
金
銑
の
ご
と
き
良
篇
が
、
か
え
っ
て
節
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
。
…
…
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
。

と
も
の
べ
て
い
て
、
卑
俗
な
詩
歌
や
鄭
地
の
ご
と
き
詩
風

(

い
ず
れ
も
艶
詩
に
ち
か
い)

を
批
判
的
に
か
た
っ
て
い
る
ほ
ど
な
の
で

あ
る
。
か
く
み
て
く
れ
ば
、
ど
う
や
ら
姚
思
廉
は
蕭
綱
書
簡
の
主
旨
を
と
り
ち
が
え
、｢

宮
体
詩
を
鼓
吹
し
た
も
の｣

と
誤
解
し
て

し
ま
っ
た
も
の
と
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

で
は
、
ど
う
し
て
姚
思
廉
は
か
か
る
誤
解
を
し
て
し
ま
っ
た
の
か
。
私
見
に
よ
れ
ば
、｢

与
湘
東
王
書｣

中
の

｢

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｣

と

い
う
永
明
文
学
礼
賛
の
一
節
を
、
よ
み
ち
が
え
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
姚
思
廉
は
、
こ
の
一
節
を
た
ん
な
る
永
明
文

学
称
賛
と
み
な
さ
ず
、

蕭
綱
書
簡
は
永
明
文
学
を
た
た
え
て
い
る

↓

蕭
綱
は
声
律

[

や
華
美
な
表
現]

を
重
視
し
て
い
る

↓

宮
体
詩
も
声
律

[

や
華
美
な
表
現]

を
重
視
す
る

↓

蕭
綱
は
宮
体
詩
を
鼓
吹
し
て
い
る

と
連
想
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か

(

３)

。
そ
の
結
果
、
艶
詩
の
名
手
だ
っ
た
�
肩
吾
の
伝
の
な
か
に
、
宮
体
詩
批
判
を
寓
し
た
序
文

ふ
う
言
辞
を
冠
し
た
う
え
で
、
こ
の

｢

与
湘
東
王
書｣

を
蕭
綱
が
宮
体
詩
を
鼓
吹
し
た
証
拠
と
し
て
、
引
用
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
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う
。
現
在
か
ら
み
れ
ば
、
こ
の
措
置
は
書
簡
主
旨
を
と
り
ち
が
え
た
も
の
で
あ
り
、
筋
ち
が
い
の
引
用
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し

か
し
唐
初
の
姚
思
廉
か
ら
み
れ
ば
、
蕭
綱
と
宮
体
詩
と
は
連
想
し
や
す
か
っ
た
ろ
う
か
ら
、
や
む
を
え
ぬ
誤
解
だ
っ
た
と
い
う
べ
き

か
も
し
れ
な
い
。三

艶
詩
と
の
関
係

文
学
史
の
常
識
で
は
、
蕭
綱
は
宮
体
詩
を
鼓
吹
し
た
人
物
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
姚
思
廉
の
よ
う
に
蕭
綱
と
宮
体
詩

を
む
す
び
つ
け
る
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
ま
ち
が
っ
た
見
か
た
で
は
な
い
。
だ
が
、｢

蕭
綱｣

と
い
う
枕
詞
を
つ
か
う
と
、｢

宮
体
詩｣

が

ひ
き
だ
さ
れ
る
と
い
う
ふ
う
に
、
つ
ね
に

｢

蕭
綱
＝
宮
体
詩｣

と
み
な
し
て
よ
い
か
と
い
う
と
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。

や
や
中
途
半
端
な
言
い
か
た
に
な
る
が
、｢

蕭
綱
は
宮
体
詩
を
鼓
吹
し
た｣

と
い
う
見
か
た
は
、
半
分
あ
た
っ
て
い
る
が
、
半
分
は

ず
れ
て
い
る
、
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
以
下
、
す
こ
し
寄
り
み
ち
に
な
る
が
、
蕭
綱
と
宮
体
詩
と
の
関
係
を
か
ん
が
え
て
み
た
い
。

ま
ず
、
艶
詩
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ひ
と
つ
紹
介
し
よ
う
。
そ
れ
は

『

玉
台
新
詠』

編
纂
を
か
た
る
と
き
、
き
ま
っ
て
も
ち
だ

さ
れ
る
、

太
宗
謂
侍
臣
曰
、｢

朕
戯�

作�

艶
詩｣

。
虞
世
南
便
諫
曰
、｢
聖
作
雖
工
、
体
制
非
雅
。
上
之
所
好
、
下
必
隨
之
。
此
文
一
行
、
恐

致
風
靡
。
而
今
而
後
、
請
不
奉
詔｣

。
太
宗
曰
、｢

卿
懇
誠
如
此
、
朕
用
嘉
之
。
羣
臣
皆
若
世
南
、
天
下
何
憂
不
理｣

。
乃
賜
絹

五
十
疋
。
先
是
、
梁
簡
文
帝
為
太
子
、
好
作
艶
詩
。
境
内
化
之
、
浸
以
成
俗
、
謂
之
宮
体
。
晩
年
改
作
、
追
之
不
及
。
乃
令
徐

陵
撰
玉
台
集
、
以
大
其
体
。(

劉
肅

『

大
唐
新
語』

公
直
篇)

唐
の
太
宗
は
侍
臣
に
、｢

朕
は
ふ
ざ
け
て
艶
詩
を
つ
く
っ
て
み
た｣
と
い
っ
た
。
す
る
と
虞
世
南
が
す
ぐ
い
さ
め
て
、｢

聖
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作
は
巧
妙
で
は
あ
り
ま
す
が
、
艶
詩
の
体
は
品
が
よ
く
な
い
も
の
で
す
。
上
位
の
者
が
こ
れ
を
こ
の
め
ば
、
下
位
の
者
は
き
っ

と
ま
ね
し
ま
す
。
陛
下
の
艶
詩
が
し
ら
れ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
世
間
に
流
行
す
る
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
今
後
は
、
こ
う
し
た

艶
詩
の
創
作
は
賛
成
し
か
ね
ま
す｣

と
い
っ
た
。
す
る
と
太
宗
は
、｢

そ
な
た
は
ね
ん
ご
ろ
な
諫
言
を
し
て
く
れ
た
。
朕
は

し
た
が
う
ぞ
。
羣
臣
が
み
な
世
南
の
よ
う
に
諫
言
し
て
く
れ
た
ら
、
天
下
が
み
だ
れ
る
な
ど
と
心
配
す
る
こ
と
は
あ
る
ま
い｣

と
い
っ
て
、
虞
世
南
に
絹
五
十
疋
を
あ
た
え
た
。

こ
れ
よ
り
ま
え
、
梁
簡
文
帝

(

蕭
綱)

が
太
子
だ
っ
た
と
き
、
よ
く
艶
詩
を
つ
く
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
周
辺
が
影
響
さ
れ

て
、
し
だ
い
に
艶
詩
が
世
間
に
ひ
ろ
ま
っ
て
い
き
、｢

宮
体｣

と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
簡
文
帝
は
晩
年
に
こ
れ
を
改
作

し
よ
う
と
し
た
が
、
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
徐
陵
に
命
じ
て

『

玉
台
新
詠』

を
編
纂
さ
せ
、
艶
詩
の
体
を
権
威
づ

け
よ
う
と
し
た
の
だ
っ
た

(
４)

。

と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
艶
詩
に
関
す
る
話
柄
、
出
典
が

『

大
唐
新
語』

と
い
う
小
説
め
い
た
書
物
な
の
で
、
真
に
信
頼
し
て
よ
い

か
疑
問
が
な
い
で
は
な
い
。
だ
が
内
容
の
真
偽
は
と
も
か
く
と
し
て
、
当
時
の
艶
詩
と
い
う
文
学
の
位
置
づ
け
を
か
ん
が
え
る
に
は
、

な
か
な
か
有
用
な
資
料
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
の
話
か
ら
す
る
と
、
艶
詩
と
い
う
も
の
は

｢

戯
作｣
、
つ
ま
り
ふ
ざ
け
て
つ
く
る
も
の
で
、｢

品
が
よ
く
な
い
も
の｣

だ
っ
た
よ

う
だ
。
だ
が
、｢

上
位
の
者
が
こ
れ
を
こ
の
め
ば
、
下
位
の
者
は
き
っ
と
ま
ね｣

す
る
の
で
、
油
断
す
る
と

｢

世
間
に
流
行｣

し
や

す
い
。
だ
か
ら
虞
世
南
は
そ
れ
を
お
そ
れ
て
、｢

艶
詩
の
創
作
は
賛
成
し
か
ね
ま
す｣

と
唐
の
太
宗
を
い
さ
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
初
唐
の
こ
ろ
の
話
だ
が
、
艶
詩
の

｢

品
が
よ
く
な
い｣

性
格
は
、
百
年
ま
え
の
蕭
綱
の
時
代
で
も
、
お
な
じ
よ
う
な
も
の
だ
っ
た

に
ち
が
い
な
い
。
だ
か
ら『

大
唐
新
語』

で
は
、[

後
半
の]

｢

こ
れ
よ
り
ま
え｣

以
下
で
蕭
綱
の
不
首
尾
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
あ
げ
て
、

虞
世
南
の
切
諫
ぶ
り
を
印
象
づ
け
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
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こ
れ
を
要
す
る
に
、『

岡
村』

の
こ
と
ば
を
か
り
れ
ば
、
艶
詩
は

｢

あ
く
ま
で
も
当
時
の
文
壇
に
お
け
る
裏
側
の
文
芸
で
あ
っ
た
。

そ
れ
が
、
た
と
え
当
時
の
宮
廷
詩
人
た
ち
の
間
で
圧
倒
的
な
人
気
を
博
し
て
い
た
と
し
て
も
、
か
の

『

文
選』

に
展
開
さ
れ
た
堂
々

の
文
学
と
は
全
く
異
な
り
、
人
々
の
面
前
に
晴
れ
が
ま
し
く
公
開
す
る
こ
と
が
些
か
躊
躇
さ
れ
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
日
蔭
の
姫
妾
的

文
芸
で
あ
り
、
う
ら
恥
ず
か
し
く
も
快
楽
一
杯
の
妖
艶
な
宮
廷
文
芸
で
あ
っ
た｣

の
で
あ
る
。

蕭
綱
は
、
け
っ
し
て
お
ろ
か
な
人
物
で
は
な
い
。
艶
詩
は
、
よ
む
の
も
か
く
の
も
た
の
し
い
も
の
だ
が
、
し
か
し

｢

人
々
の
面
前

に
晴
れ
が
ま
し
く
公
開
す
る
こ
と
が
些
か
躊
躇
さ
れ
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
日
蔭
の
姫
妾
的
文
芸｣

で
あ
る
こ
と
は
、
よ
く
わ
か
っ
て

い
た
だ
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
蕭
綱
は
、
自
作
の
艶
詩
を

｢

戯�

れ�

に
作
る｣

｢

戯�

れ�

に
麗
人
に
贈
る｣

｢

筆
を
執
り
て
戯�

れ�

に
書
す｣

な
ど

と
題
し
、｢

戯｣

字
に
よ
っ
て
艶
詩
の
日
蔭
ぶ
り
を
示
唆
し
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
に
と
っ
て
も
、
艶
詩
は
し
ょ
せ
ん
裏
側
の
文
芸
で

あ
り
、｢

戯
れ｣

の
か
る
い
文
芸
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る

(

５)

。

で
は
、
艶
詩
が

｢

戯
れ｣

に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
蕭
綱
は
い
っ
た
い
ど
ん
な
文
学
を

[｢

戯
れ｣

で
な
く]

理
想
と
し
、

本
気
で
う
ち
こ
ん
で
い
た
の
か
。
そ
れ
は
右
で
み
た
ご
と
く
、
伝
統
的
に
は

｢

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
で
あ
り
、
近
時
で
は

｢

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

�
の
文
章｣

で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
蕭
綱
は
、
艶
詩
と
は
正
反
対
と
い
う
べ
き
、
正
統
的
な
文
学
を
理
想
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
正
統
的
な
文
学
観
を
裏
う
ち
す
る
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
蕭
綱
の

｢

悔
賦｣

と
い
う
作
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
作

を
一
読
す
れ
ば
、
蕭
綱
が
文
人
と
し
て
、
そ
し
て
為
政
者
と
し
て
、
い
か
に
謹
直
な
態
度
を
保
持
し
て
い
た
か
が
、
よ
く
了
解
さ
れ

る
こ
と
だ
ろ
う
。
例
と
し
て
冒
頭
の
一
節
を
し
め
し
て
み
よ
う
。
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黙
黙
不
怡
、
恍
若
有
遺
。

四
壁
無
寓
、

月
露
澄
暁
、

庭
鶴
双
舞
、

岸
林
宗
之
巾
、

玄
徳
之
�
聊
�
、

三
階
寡
趣
。

風
柳
悲
暮
。

檐
烏
独
赴
。

憑
南
郭
之
几
。

子
安
之
嘯
時
起
。



な
に
も
た
の
し
い
こ
と
も
な
く
、
ぼ
う
っ
と
し
て
も
の
わ
す
れ
を
し
た
か
の
よ
う
。
四
壁
の
み
の
茅
屋
で
く
つ
ろ
ぐ
こ
と

も
な
く
、
三
つ
の
階
段
に
は
趣
き
も
な
い
。
月
下
の
露
は
暁
天
に
す
み
わ
た
り
、
風
に
そ
よ
ぐ
柳
は
夕
ぐ
れ
に
か
な
し
げ
だ
。

庭
の
鶴
は
二
羽
で
空
を
ま
い
、
軒
下
の
烏
が
一
羽
だ
け
や
っ
て
き
た
。
郭
林
宗
の
巾
を
お
し
あ
げ
、
南
郭
�
子
の
几

ひ
じ
か
けに
よ
り

か
か
る
。
劉
備
の
�

け
か
ざ
りを
ま
と
い
、
成
公
綏
の
嘯
し
ょ
う
の
声
が
き
こ
え
て
く
る
。

こ
う
し
た
な
か
、
追
悔
に
つ
い
て
沈
思
し
、
過
去
の
歴
史
を
渉
猟
し
て
い
る
と
、
古
今
の
失
敗
例
が
い
た
ま
し
く
、
憂
慮

や
慨
嘆
が
や
ま
な
い
。
成
否
の
事
由
や
得
失
の
道
理
を
把
握
で
き
る
か
は
、
こ
の
前
例
の
考
察
に
か
か
っ
て
お
り
、
有
終
の

美
を
か
ざ
れ
る
か
は
、
当
初
の
計
画
の
よ
し
あ
し
に
か
か
っ
て
い
る
。
誇
大
な
こ
と
ば
は
頓
丘
に
す
て
、
過
去
の
失
敗
を
隠

者
か
ら
ま
な
ぼ
う
。
覆
車
の
戒
め
を
考
究
す
る
の
は
、
た
だ
ひ
と
つ
の
事
蹟
だ
け
で
は
不
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
の
だ
。

露
が
月
光
に
ひ
か
る
暁
、
柳
が
風
に
そ
よ
ぐ
夕
ぐ
れ
。
蕭
綱
は
ひ
と
り
悔
い
に
つ
い
て
、
お
も
い
を
め
ぐ
ら
せ
、
前
史
に
記
録
さ

れ
た
事
例
を
ふ
り
か
え
っ
て
い
る
。
そ
し
て

｢

成
否
の
事
由
や
得
失
の
道
理
を
把
握
で
き
る
か
は
、
こ
の
前
例
の
考
察
に
か
か
っ
て

お
り
、
有
終
の
美
を
か
ざ
れ
る
か
は
、
当
初
の
計
画
の
よ
し
あ
し
に
か
か
っ
て
い
る｣

と
自
戒
す
る
の
だ
。
こ
う
し
た
真
摯
な
態
度

や
、｢

覆
車
の
戒
め｣

を
お
お
く
の
過
去
の
事
例
か
ら
ま
な
ぼ
う
と
す
る
意
欲
は
、
一
文
人
と
し
て
の
も
の
と
い
う
よ
り
、
為
政
者

と
く
に
皇
太
子
と
し
て
の
立
場
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
経
世
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
た
、
正
統
的
な
儒
教
文
学
観
の
理
念
そ
の
も
の
だ

(

以
上
、
拙
著

『

六
朝
の
遊
戯
文
学』

付
論
を
参
照)

。
そ
の
意
味
で
、
こ
の

｢
悔
賦｣

に
み
え
る
謹
直
な
態
度
は
、
艶
詩
に
う
つ
つ

107

静
思
悔
吝
、

弔
古
傷
今
、

成
敗
之
蹤
、
莫
不
関
此
、
令
終
由
乎
謀
始
。

鋪
究
前
史
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憂
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。



を
ぬ
か
す
軟
派
な
皇
太
子
像
と
は
、
ま
っ
た
く
正
反
対
の
も
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
に
蕭
綱
は
、
け
っ
し
て
宮
体
詩
だ
け

で
評
さ
れ
る
べ
き
文
人
で
は
な
い
の
で
あ
る

(

６)

。

そ
う
で
は
あ
る
が
、
蕭
綱
が
艶
詩
を
こ
の
ん
だ
と
い
う
の
も
、
ま
た
事
実
な
の
だ
。
か
く
正
統
的
な
文
学
を
志
向
し
な
が
ら
も
、

い
っ
ぽ
う
で
艶
詩
に
夢
中
に
な
る

こ
う
し
た
矛
盾
め
い
た
創
作
の
あ
り
か
た
は
、
現
代
の
我
わ
れ
に
は
奇
妙
な
も
の
に
う
つ

る
。
こ
れ
を
合
理
的
に
説
明
す
る
の
は
、
困
難
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
こ
う
し
た
矛
盾
ふ
う
事
例
は
、
じ
つ
は
六
朝
に
は
か
ぞ
え
き
れ
ぬ
ほ
ど
あ
っ
て
、
そ
れ
ほ
ど
め
ず
ら
し
い
も
の
で
は
な
い
の

で
あ
る
。
も
っ
と
も
有
名
な
ケ
ー
ス
が
、
東
晋
か
ら
宋
に
か
け
て
の
陶
淵
明
の
場
合
だ
ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
彼
は
、｢

菊
を
采と

る

東と
う

籬り

の
下
、
悠
然
と
し
て
南
山
を
見
る｣
(

飮
酒
二
十
首
其
五)

な
ど
の
詩
句
に
よ
っ
て
、
隠
逸
詩
人
と
し
て
の
名
を
た
か
め
た
。

と
こ
ろ
が
そ
う
し
た
淵
明
は
、
ま
た
儒
教
ふ
う
な
死
後
の
名
声
へ
の
願
望
を
も
ら
し
た
り

(

擬
古
詩
第
二)

、
ま
た
女
性
へ
の
大
胆

な
あ
こ
が
れ
を
か
た
っ
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る

(

閑
情
賦)

。
お
な
じ
よ
う
に
、
宋
の
詩
人
だ
っ
た
鮑
照
も
、
隠
逸
生
活
へ
の
あ

こ
が
れ
を
う
た
い
な
が
ら
も
、
な
ぜ
か
い
っ
ぽ
う
で
、
立
身
を
渇
望
す
る
か
の
ご
と
き
詩
句
も
つ
づ
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
斉
の
孔
稚

珪
に
い
た
っ
て
は
、
辣
腕
の
政
治
家
と
し
て
廟
堂
で
精
励
し
な
が
ら
、
自
宅
に
か
え
る
と
、
そ
の
生
活
は

｢

風
韻
清
疏
に
し
て
、
文

詠
を
好
み
、
酒
を
飲
む
こ
と
七
八
斗｣

で
あ
り
、｢
世せ
い

務む

を
楽
し
ま
ず｣

と
い
う
態
度
だ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
詩
文
中
で

の
主
張
が
矛
盾
し
て
い
た
り
、
昼
と
夜
と
で
思
想
が
ち
が
っ
た
り
す
る
ケ
ー
ス
は
、
六
朝
の
文
人
で
は
そ
れ
ほ
ど
め
ず
ら
し
い
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
蕭
綱
の
場
合
も
、
そ
う
し
た
一
例
に
す
ぎ
ぬ
と
解
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
矛
盾
め
い
た
現
象
に
つ
い
て
、『

岡
村』

は
、
当
時
の
詩
人
に
は

｢

創
作
上
の
硬
軟
二
面
性｣

が
存
し
て
い
た
と
説
明

し
て
い
た
が
、
私
も
か
つ
て
別
稿
で
、
六
朝
文
人
た
ち
の

｢

作
風
の
使
い
わ
け｣

と
い
う
視
点
か
ら
、
解
説
を
こ
こ
ろ
み
た
こ
と
が

あ
る
。
私
は
そ
の
論
文
で
、
六
朝
の
こ
ろ
、
ひ
と
の
作
風
や
才
能
は
、
血
肉
の
ご
と
く
作
者
と
一
体
化
し
た
も
の
で
な
く
、
作
者
の
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外
に
あ
っ
て
独
立
し
た
も
の
だ
と
か
ん
が
え
ら
れ
て
い
た
。
か
く
作
風
や
才
能
が
作
者
の
外
に
あ
っ
て
独
立
し
て
お
れ
ば
、
な
に
か

の
拍
子
に
な
く
し
た
り
、
他
か
ら
も
ら
っ
た
り
す
る
こ
と
も
、
あ
り
え
る
だ
ろ
う
。
す
る
と
才
性
す
ぐ
れ
し
文
人
な
ら
、
複
数
の
作

風
を
手
に
い
れ
、
そ
れ
を
状
況
に
応
じ
て
適
宜
つ
か
い
わ
け
る
こ
と
も
で
き
る
は
ず
だ
。
つ
ま
り
六
朝
文
人
た
ち
に
と
っ
て
、
作
風

や
才
能
は
の
っ
ぴ
き
な
ら
ぬ
血
肉
的
存
在
で
は
な
く
、
使
い
わ
け
可
能
な
衣
服
の
ご
と
き
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る

と
指
摘
し

た

(

以
上
、
拙
著

『

六
朝
文
体
論』

第
三
章
を
参
照)

。

も
ち
ろ
ん
、
右
は
理
屈
の
う
え
の
こ
と
で
、
じ
っ
さ
い
の
と
こ
ろ
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
事
実
と
し
て
、
六
朝
期
の
文
人

た
ち
は
、
ひ
と
り
の
頭
脳
の
な
か
に
複
数
の
作
風
を
た
く
わ
え
て
い
て
、
た
と
え
ば
公
式
の
場
で
は
Ａ
の
作
風
を
、
非
公
式
の
場
で

は
Ｂ
の
作
風
を
、
と
い
う
ふ
う
に
つ
か
い
わ
け
て
い
る
。
す
く
な
く
と
も
、
そ
う
か
ん
が
え
ざ
る
を
え
な
い
ケ
ー
ス
が
、
す
く
な
く

な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
作
風
の
使
い
わ
け
現
象
、
ふ
し
ぎ
だ
と
い
え
ば
ふ
し
ぎ
だ
し
、
矛
盾
と
い
え
ば
矛
盾
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
作

風
使
い
わ
け
、
現
在
の
日
本
で
も
、
発
表
誌
に
応
じ
て
純
文
学
と
大
衆
文
学
と
を
か
き
わ
け
て
い
る
作
家
が
い
る
こ
と
を
想
起
す
れ

ば
、
そ
れ
ほ
ど
ふ
し
ぎ
が
る
こ
と
で
も
あ
る
ま
い
。
要
す
る
に
六
朝
文
人
た
ち
も
Ｔ
Ｐ
Ｏ
、
つ
ま
り
時
・
所
・
場
合
に
応
じ
て
、
お

の
が
文
学
上
の
作
風
や
主
張
を
つ
か
い
わ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
立
太
子
後
の
蕭
綱
は
、
武
帝
も
臨
席
す
る
宮
中
の
公
的

な
宴
席
で
は
、
天
下
安
寧
を
ね
が
っ
た
謹
直
な
詩
を
つ
く
っ
て
い
た
が
、
東
宮
内
で
わ
か
い
�
信
や
徐
陵
ら
と
気
ら
く
な
文
会
を
ひ

ら
い
た
と
き
は
、
ふ
ざ
け
た
艶
詩
を
つ
く
っ
て
興
じ
て
い
た
の
だ
ろ
う

(

注
10
も
参
照)

。
こ
う
か
ん
が
え
れ
ば
、
蕭
綱
が

｢

悔
賦｣

の
ご
と
き
真
摯
な
作
風
と
宮
体
詩
の
ご
と
き
艶
麗
な
詩
風
と
を
両
立
さ
せ
て
い
た
こ
と
も
、
そ
れ
ほ
ど
不
審
が
る
こ
と
も
な
い
よ
う

に
お
も
う
。

た
だ
、
だ
い
じ
な
こ
と
は
、
複
数
の
作
風
を
つ
か
い
わ
け
て
い
た
に
せ
よ
、
蕭
綱
の
文
学
の
重
点
は
、
艶
詩
で
な
く

[｢

悔
賦｣
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の
ご
と
き]

真
摯
な
作
風
の
ほ
う
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
右
の
唐
太
宗
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
み
て
も
、
美
人
の
昼
寝

(

蕭
綱
の

｢
詠
内
人
昼
眠｣

詩)

や
男
色
の
相あ
い

方か
た(

蕭
綱
の

｢

�
童｣

詩)

を
え
が
い
た
艶
詩
が
、｢

悔
賦｣

よ
り
重
視
さ
れ
る
な
ど
と
い
う
こ

と
は
あ
り
え
な
い
。
蕭
綱
に
と
っ
て
艶
詩
の
創
作
は
、
た
と
え
て
み
れ
ば
漱
石
に
と
っ
て
の
俳
句
の
ご
と
き
も
の
で
あ
り
、
か
る
い

｢

戯
れ｣
程
度
の
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
漱
石
の
文
学
を
俳
句
だ
け
で
評
し
て
は
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
蕭
綱
の
文
学
を
艶
詩
だ
け
で

判
断
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る

(

注
６
も
参
照)

。
さ
き
に
、
蕭
綱
が
宮
体
詩
を
鼓
吹
し
た
と
い
う
見
か
た
は
、
半
分
あ
た
っ
て

い
る
が
、
半
分
は
ず
れ
て
い
る
と
い
っ
た
の
は
、
こ
う
い
う
意
味
な
の
だ
。
つ
ま
り
蕭
綱
は
、
た
し
か
に
宮
体
詩
を
つ
く
り
、
そ
れ

を
流
行
さ
せ
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
し
ょ
せ
ん｢

戯
れ｣

で
や
っ
た
こ
と
に
す
ぎ
ず
、
本
気
で
と
り
く
ん
だ
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
う
で
は
あ
る
が
、
残
念
な
こ
と
に
、
蕭
綱
の
周
辺
に
は
虞
世
南
の
ご
と
き
諫
臣
が
い
な
か
っ
た
。
い
や
、
い
た
こ
と
は
い
た
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
蕭
綱
は
そ
う
し
た
人
物
の
諫
言
に
、
耳
を
か
た
む
け
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
つ
い

｢

戯
れ｣

に
深
い
り
し
す
ぎ
て
し
ま
い
、
結
果
的
に｢

周
辺
が
影
響
さ
れ
て
、
し
だ
い
に
艶
詩
が
世
間
に
ひ
ろ
ま
っ
て｣

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

右
の

『

大
唐
新
語』

の
後
半
に
、｢

簡
文
帝
は
晩
年
に
こ
れ
を
改
作
し
よ
う
と
し
た
が
、
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た｣

と
あ
っ
た
。
こ

こ
の

｢

晩
年｣

と
は
い
つ
の
こ
と
で
、｢

改
作｣
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
真
の
意
味
が
わ
か
り
か
ね
る
の
だ
が
、｢

戯
れ｣

で

つ
く
っ
た
艶
詩
が
、
予
期
に
反
し
て
大
流
行
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
そ
れ
へ
の
後
悔
を
意
味
す
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
な
か
な
か
う

が
っ
た
解
釈
だ
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

四

不
用
意
な
対
偶

さ
て
、
す
こ
し
寄
り
み
ち
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
で

｢

与
湘
東
王
書｣

の
文
章
の
考
察
に
か
え
り
、
行
文
を
検
討
し
て
ゆ
き
な
が
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ら
、
そ
の
文
章
は
い
か
に
評
さ
れ
る
べ
き
か
を
か
ん
が
え
て
ゆ
こ
う
。

こ
の
書
簡
の
行
文
、
基
本
は
四
六
駢
儷
の
ス
タ
イ
ル
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
じ
っ
さ
い
、｢

与
湘
東
王
書｣

の
対
偶
率
を
計
算
し
て

み
る
と
、
全
百
二
十
一
句
中
の
七
十
六
句
が
対
偶
を
構
成
し
て
お
り
、
63
％
と
い
う
数
字
に
な
る
。
こ
の
率
は

｢

文
賦｣

66
％
、

｢

文
選
序｣
63
％
、｢

文
心
雕
龍
序
志｣

49
％
、｢

雕
虫
論｣

47
％(

序
文
の
ぞ
く)

、｢

詩
品(

上)

序｣

42
％
、｢

宋
書
謝
霊
運
伝
論｣

40
％
な
ど
と
く
ら
べ
て
も
、
そ
う
と
う
た
か
い
ほ
う
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
辞
賦
や

[

一
書
の
巻
頭
に
く
る
、
は
れ
が
ま
し
き]

序
文

な
ど
で
な
い
、
た
ん
な
る
一
篇
の
書
簡
文
で
あ
り
な
が
ら
、
か
く
た
か
い
対
偶
率
を
有
す
る
の
は
、
蕭
綱
の
す
ぐ
れ
た
美
文
能
力
を

し
め
す
も
の
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
は
、
こ
の
書
簡
文
の
美
文
ら
し
さ
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
た
と
え
ば
、
蕭
綱
が
京
師
で
は
や
っ
て
い
る
詩
風
を
批
判
し
た
第

二
段
を
あ
げ
て
み
る
と
、

比
見
京
師
文
体
、
懦
鈍
殊
常
、

競
学
浮
疎
、
玄
冬
脩
夜
、
思
所
不
得
、

既
殊
比
興
、

争
為
闡
緩
。

正
背
風
騷
。

若
夫

六
典
三
礼
、
所�

施
則�

有�

地
、
未
聞

吟
詠
情
性
、
反
擬
内
則
之
篇
、

遅
遅
春
日
、
翻
学
帰
蔵
、

吉
凶
嘉
賓
、
用
之
則�

有�

所�

。

操
筆
写
志
、
更
模
酒
誥
之
作
、

湛
湛
江
水
、
遂
同
大
伝
。

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
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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
、
山
水
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
。

と
い
う
も
の
だ
。
こ
こ
の
二
十
句
の
う
ち
十
六
句
が
対
偶
を
構
成
し
て
お
り
、
句
形
も
ほ
ぼ
四
六
句
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
の
が
わ

か
ろ
う
。
内
容
も
、
あ
た
り
さ
わ
り
の
な
い
存
問
の
類
で
な
く
、
実
質
的
な
議
論

(

京
師
の
詩
風
批
判)

を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
そ

の
意
味
で
、
こ
の
部
分
に
関
し
て
は
、
形
式
内
容
と
も
に
充
実
し
た
行
文
だ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
こ
の

｢
与
湘
東
王
書｣

の
行
文
、
よ
く
細
部
を
観
察
し
て
み
る
と
、
瑕
瑾
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
整
然
た
る
対
偶
の

各
所
に
、
不
用
意
な
措
辞
が
散
見
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
右
の
例
文
中
で
も
、｢

所
施
則
有
地�

用
之
則
有
所｣

二
句
中

で
、｢

則
有｣

二
字
が
重
複
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る

(｢

所｣

字
も)

。
こ
れ
は
、
同
字
重
複
を
忌
む
美
文
と
し
て
は
、
さ
け
る
べ
き

措
辞
だ
ろ
う
が
、
つ
い
う
っ
か
り
し
た
の
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
不
用
意
な
同
字
重
複
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
第
四
段
の

学
謝
則�

不
届
其�

精
華
、
但
得�

其�

冗
長�

、

師
裴
則�

蔑
絶
其�

所�

長�

、
惟
得�

其�

所�

短
。

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
。

の
対
偶
で
は
、
助
字
の
類

(

則
・
其)

だ
け
で
な
く

｢

得｣
｢

所｣
｢

長｣

な
ど
の
実
字
も
、
重
複
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る

(

傍
点)

。

そ
の
た
め
美
文
と
し
て
は
、
冗
漫
で
た
る
ん
だ
行
文
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
は
よ
け
い
な
字
を
け
ず
っ
て
、

学
謝
不
届
其
華
、
但
得
冗
長
、

師
裴
蔑
絶
其
長
、
惟
得
所
短
。
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と
す
れ
ば
、
四
六
の
ひ
き
し
ま
っ
た
対
偶
と
な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う

(

同
字
重
複
は
あ
い
か
わ
ら
ず
だ
が)

。

さ
ら
に
第
三
段
の
、

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

も
し
当
世
の
詩
を
よ
し
と
す
る
な
ら
、
過
去
の
詩
は
否
定
す
べ
き
だ
し
、
過
去
の
文
人
を
た
た
え
る
の
な
ら
、
当
世
の
詩
風

は
拒
否
す
べ
き
だ
ろ
う
。

の
四
句
は
、
対
偶
の
し
そ
こ
ね
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
四
句
は
対
偶
ふ
う
に
し
め
せ
ば
、

若�

以�

今�

文�

為�

是
、
則�

古
文�

為�

非
、

若�

昔
賢
可
称
、
則�

今�

体
宜
棄
。

と
い
う
も
の
で
、
蕭
綱
と
し
て
は
対
偶
に
そ
ろ
え
た
つ
も
り
だ
っ
た
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
う
っ
か
り
し
て
、
三
句
目
の

｢

若｣

を
け
ず

り
わ
す
れ
、
ま
た
同
字
重
複

(｢

今｣
｢

文｣
｢

為｣
｢

則｣)

も
お
お
く
な
っ
て
、
四
六
駢
儷
の
ス
タ
イ
ル
か
ら
は
ず
れ
て
し
ま
っ
た
。

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
、

若
以

今
文
為
是
、
古
文
為
非
。

昔
賢
可
称
、
今
体
宜
棄
。

と
つ
づ
る
べ
き
だ
っ
た
ろ
う

(

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
、
怱
卒
の

間
の
作
だ
っ
た
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。

ま
た
対
偶
中
の
典
故
が
、
奇
妙
な
使
わ
れ
か
た
を
し
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
た
と
え
ば
第
五
段
の
、

故

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
、
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そ
れ
ゆ
え
、
玉
徽
や
金
銑
の
ご
と
き
良
篇
が
、
か
え
っ
て
節
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
。

が
そ
れ
だ
。
こ
の
部
分
は
、
い
っ
け
ん
整
斉
と
し
た
対
偶
に
み
え
る
だ
ろ
う
。
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
こ
こ
で
傍
点
を
付
し
た

｢

巴

人
下
里｣
と

｢
陽
春｣

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
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

｢

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
る
の
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
だ
。

こ
の
典
拠
に
し
た
が
え
ば
、
通
常
な
ら

｢

下
里
巴
人｣

(

蕭
綱
は

｢

巴
人
下
里｣

と
す
る
。
卑
俗
な
歌
曲
、
の
意)

と

｢

陽
春
白

雪｣
(

高
尚
な
歌
曲
、
の
意)

と
を
、
反
対
は
ん
つ
い

ふ
う
に
対
応
さ
せ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
対
偶
は
、

故

陽�

春�

白�

雪�

、
反
為
拙
目
所
嗤
、

陽
春
高
而
不
和
、

下�

里�

巴�

人�

、
更
合
郢
中
之
聴
。

妙
声
絶
而
不
尋
、

と
つ
づ
る
べ
き
だ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
こ
う
す
る
と
、｢
陽
春｣

の
語
が
重
複
し
て
し
ま
う
が

(

第
一
句
と
第
五
句)

、
そ
れ
し
き

の
重
複
は
、
第
五
句
目
の

｢

陽
春｣

を

｢

清
唱｣

や

｢

雅
楽｣
な
ど
の
語
に
お
き
か
え
れ
ば
、
そ
れ
で
す
む
こ
と
だ
。
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
対
せ
い
つ
い

と
し
て
し

ま
っ
た
。
こ
う
し
た
対
応
が
ず
れ
た
典
故
利
用
も
、
や
は
り
不
用
意
な
措
辞
だ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
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五

文
壇
の
現
場
報
告

｢

与
湘
東
王
書｣

に
お
け
る
行
文
の
不
用
意
さ
は
、
右
の
よ
う
な
対
偶
中
だ
け
に
み
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
以
外
の
方
面
、

具
体
的
に
は
使
用
語
彙
と
感
情
表
現
に
お
い
て
も
、
周
到
と
い
い
か
ね
る
箇
所
が
散
見
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
と
き
に
用
語
に
違

和
感
が
感
じ
ら
れ
た
り
、
感
情
が
未
整
理
で
あ
る
よ
う
な
印
象
が
生
じ
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
使
用
語
彙
を
概
観
し
て
お
こ
う
。
お
お
ざ
っ
ぱ
に
み
わ
た
し
て
み
れ
ば
、｢

与
湘
東
王
書｣

中
の
用
語
は
、
他
の
六
朝
美
文

と
そ
れ
ほ
ど
違
い
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
過
去
の
文
学
作
品
や
経
書
な
ど
か
ら
ま
ん
べ
ん
な
く
取
材
し
て
お
り
、
ま
た
六
朝
よ
り

ま
え
に
用
例
を
さ
が
し
に
く
い
新
語
も
、
し
ば
し
ば
使
用
さ
れ
て
い
る
。

前
者
の
用
例
あ
る
語
で
特
徴
的
な
こ
と
は
、
陸
機

｢

文
賦｣

に
由
来
し
た
こ
と
ば
が
お
お
い
こ
と
だ
。
こ
れ
は
執
筆
時
、
蕭
綱
が

｢

文
賦｣

を
机
辺
に
お
い
て
採
取
し
た
の
で
な
く
、
当
初
か
ら
脳
裏
に
し
み
こ
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
。
い
っ
ぱ
ん
に
、
六
朝
の
文
学

論
を
つ
づ
る
者
は
、
お
お
く
過
去
の
同
種
の
文
章
を
よ
み
こ
ん
で
、
頭
の
な
か
に
蓄
積
し
て
い
る
。
自
己
の
議
論
を
展
開
す
る
た
め

に
は
、
過
去
の

[

い
わ
ば
商
売
が
た
き
の]

文
学
論
を
研
究
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
か
ら
だ
。
蕭
綱
が

｢

与
湘
東
王
書｣

を
つ
づ
っ

た
と
き
も
、｢

文
賦｣

の
内
容
や
語
句
は
す
で
に
彼
の
血
肉
と
化
し
て
い
て
、
自
然
に
そ
の
字
句
が
脳
裏
に
う
か
ん
で
き
た
の
だ
ろ

う
。
こ
の

｢

文
賦｣

は
、
蕭
綱
に
か
ぎ
ら
ず
お
お
く
の
六
朝
文
人

(

と
く
に
文
学
批
評
家)

た
ち
か
ら
、
し
ば
し
ば
そ
の
用
語
が
利

用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
信
頼
さ
れ
、
必
須
文
献
と
し
て
定
着
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

い
っ
ぽ
う
後
者
の
新
語
の
例
と
し
て
は
、｢

懦
鈍｣

｢

浮
疎｣

｢

天
抜｣

｢
決
羽｣

｢

妍
手｣

｢

駆
染｣

な
ど
、
い
く
つ
か
あ
げ
ら
れ
る
。

た
だ
こ
う
し
た
新
語
の
類
は
、
他
の
美
文
に
も
し
ば
し
ば
出
現
し
て
き
て
お
り
、
そ
れ
ほ
ど
め
ず
ら
し
い
も
の
で
は
な
い
。
と
く
に
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身
近
な
者
に
お
く
っ
た
気
ら
く
な
書
簡
文
に
は
、
こ
う
し
た
新
語
の
類
が
多
用
さ
れ
や
す
い
よ
う
だ
。

｢

与
湘
東
王
書｣

語
彙
の
だ
い
た
い
の
傾
向
は
右
の
と
お
り
だ
が
、
違
和
感
と
い
う
面
か
ら
注
目
し
た
い
の
は
、
美
文
の
文
脈
の

な
か
に
、
と
つ
ぜ
ん
卑
俗
な
口
語
ふ
う
な
こ
と
ば
が
混
入
し
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
口
語
ふ
う
こ
と
ば
を
ふ
く
む
部
分
を
提
示

し
、
あ
え
て
卑
俗
さ
を
強
調
し
て
訳
す
と
、

○
雖�

是�

庸
音
、
不
能
閣
筆
。(

第
一
段)

あ
ま
り
よ
い
出
来
じ�

ゃ�

ね�

え�

ん�

だ�

が�

、
や
め
ら
れ
な
い
。

○
而
観
其
遣
辞
用
心
、
了�

不�

相
似
。(

第
三
段)

そ
の
表
現
の
し
か
た
や
配
慮
の
し
か
た
を
観
察
し
た
と
こ
ろ
、
ぜ�

ー�

ん�

ぜ�

ん�

似
て
な
い
ね
。

○
裴
氏
乃
是
良
史
之
才
、
了�

無�

篇
什
之
美
。(

第
四
段)

子
野
の
ほ
う
は
良
史
の
才
で
あ
っ
て
、
文
学
の
美
し
さ
な
ん
ざ
こ�

れ�

っ�

ぽ�

っ�

ち�

も�

な
い
よ
。

○
思
吾
子
建
、
一�

共�

商
�
。(

第
六
段)

私
は
わ
が
子
建

(

弟
の
蕭
繹
を
さ
す)

を
お
も
っ
て
は
、
グ�

ル�

に�

な�

っ�

て�

こ
き
お
ろ
し
た
い
気
分
だ
よ
。

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

新
語
の
場
合
は
、
そ
れ
以
前
に
用
例
が
み
あ
た
ら
な
い
と
い
う
だ
け
で
あ
り
、
お
お
き
く
は
文
語
の
範
疇
の
な
か
に
は
い
る
も
の

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
が
使
用
さ
れ
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
の
違
和
感
は
生
じ
て
こ
な
い
。
だ
が
、
口
語
ふ
う
な
こ
と
ば
は
卑
俗
さ

を
お
び
て
お
り
、
文
語
と
は
異
質
な
感
触
を
あ
た
え
る
。
ま
し
て
そ
れ
が
美
文
の
な
か
に
使
用
さ
れ
る
と
、[

右
の
訳
文
の
よ
う
に]

前
後
の
美
的
文
章
と
の
あ
い
だ
に
違
和
感
が
生
じ
て
き
や
す
い
。
当
時
の
人
び
と
は
こ
の

｢

了
不｣

｢

一
共｣

な
ど
の
語
に
、
そ
う

し
た
違
和
感
を
感
じ
た
と
お
も
う
の
だ
が
、
蕭
綱
は
な
ん
と
も
お
も
わ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
遠
慮
の
な
い
身
内
あ
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て
の
書
簡
文
だ
っ
た
の
で
、
つ
い
気
を
ゆ
る
し
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

つ
ぎ
に
、[

書
簡
文
中
に
お
け
る]

感
情
表
現
に
つ
い
て
の
べ
よ
う
。
こ
の

｢

与
湘
東
王
書｣

で
は
、
し
ば
し
ば

[

蕭
綱
の]

な

ま
の
感
情
が
ふ
き
だ
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
と
き
に
褒
辞
、
と
き
に
貶
辞
と
し
て
噴
出
す
る
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
雲
上
人
の
書
簡

に
は
ふ
さ
わ
し
か
ら
ぬ
、
平
静
さ
を
欠
い
た
心
の
動
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
文
辞
を
つ
づ
る
ま
え
に
、
感
情
の
整
理
が
な
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
だ
ろ
う
。

ま
ず
は
例
を
し
め
す
。
た
と
え
ば
第
三
段
の
は
じ
め
に
、

吾�

既�

拙�

於�

為�

文�

、
不�

敢�

軽�

有�

掎�

��

。
但
以
当
世
之
作
、
歴
方
古
之
才
人
、
…
…

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
風
を
過
去
の
詩
人

た
ち
と
く
ら
べ
る
と
、
…
…

と
い
う
四
句
が
あ
る
。
こ
の
直
前
の
部
分
で
は
、
京
師
の
詩
風
を
手
ひ
ど
く
批
判
し
て
い
た
が
、
蕭
綱
は
な
ぜ
か
こ
こ
の
初
二
句
で
、

｢

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｣

と
謙
虚
な
こ
と
を
い
っ
て
い
る

(

傍
点)

。

と
こ
ろ
が
舌
の
根
も
か
わ
か
ぬ
う
ち
に
、
そ
の
直
後

｢

だ
が
、
当
世
の
詩
風
を
過
去
の
詩
人
た
ち
と
く
ら
べ
る
と｣

云
々
と
、
ふ
た

た
び
批
判
を
つ
づ
け
て
い
る
の
だ
。
そ
の
意
味
で
こ
の
部
分
、
矛
盾
し
た
発
言
を
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
う
し
た
行
文
に
、
自
分
を
抑
制
し
よ
う
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
お
さ
え
き
れ
ぬ
感
情
の
動
き
が
み
て
と
れ
よ
う

(

蕭
綱
は
こ

の
あ
と
、
お
さ
え
き
れ
ぬ
感
情
に
の
っ
か
か
っ
て
、
京
師
の
詩
風
を
は
げ
し
く
批
判
し
て
ゆ
く
。
林
田
慎
之
助
氏
の
ご
指
摘
も
参
照

(

７))

。

つ
ま
り
こ
の
部
分
で
は
、｢

批
判
す
べ
き
で
な
い｣

と

｢

批
判
し
た
い｣
と
い
う
二
つ
の
感
情
が
せ
め
ぎ
あ
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
そ

の
ま
ま
矛
盾
し
た
文
辞
と
し
て
叙
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
整
理
さ
れ
ざ
る
感
情
の
動
き
が
、
他
の
箇
所
で
は
し
ば
し
ば
、
つ
よ
い
口
調
を
と
も
な
っ
て
噴
出
し
て
い
る
。
た
と
え
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ば
つ
ぎ
の
よ
う
な
発
言
、

倶
為
盍
各
、
則
未�

之�

敢�

許�

。

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
。

で
は
断
定
的
口
調

(

傍
点)

が
印
象
的
で
あ
る
。
こ
う
し
た
物
言
い
は
、
と
き
の
太
子
の
発
言
と
し
て
は
つ
よ
す
ぎ
る
。
ほ
ん
ら
い

な
ら
書
簡
を
つ
づ
る
さ
い
、
す
さ
ん
だ
感
情
を
整
理
し
て
、
心
を
お
ち
つ
か
せ
る
べ
き
だ
っ
た
ろ
う
が
、
そ
れ
を
し
な
い
ま
ま
筆
を

と
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
感
が
あ
る

(

右
の

｢

了
不｣
｢

了
無｣

の
文
章
や
、
あ
と
の

｢

六

好
悪
の
情｣

の
章
で
あ
げ
た
例
も
、

同
種
の
行
文
だ
と
い
っ
て
よ
い)

。

ま
た
称
賛
す
る
場
面
で
も
、

…
…
亦
成
佳
手
、
難�

可�

復�

遇�

。(
第
六
段)

…
…
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
。

の
ご
と
く
の
べ
て
い
て
、
な
か
な
か
ト
ー
ン
が
た
か
い
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
書
簡
文
で
は
、
全
体
に
感
情
の
う
ね
り
が
お
お
き
く
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
末
尾
ち
か
く
の
弟

(

蕭
繹)

へ
の
呼
び
か
け
の
場
面
で
は
、

文
章
未
墜
、
必
有
英
絶
。
領
袖
之
者
、
非�

弟�

而�

誰�

。(
第
六
段)

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
。

と
の
べ
て
い
る
。
こ
の
部
分
も
、
弟
の
湘
東
王
を
扇
動
す
る
よ
う
な
、
あ
る
い
は
た
き
つ
け
る
か
の
よ
う
な
、
つ
よ
い
物
言
い
に
な
っ

て
い
る
。
あ
た
か
も
大
仰
な
演
説
を
き
い
て
い
る
よ
う
な
気
分
だ
。
こ
う
し
た
叙
し
か
た
に
、
京
師
の
詩
風
に
対
す
る
つ
よ
い
憤
懣
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が
う
か
が
え
る
と
と
も
に
、
こ
の
文
章
が
論
理
的
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
。

で
は
、
こ
の

｢

与
湘
東
王
書｣

に
は
、
な
ぜ
こ
う
し
た
不
用
意
な
対
偶
や
未
整
理
な
感
情
表
現
が
ま
じ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

こ
れ
ま
で
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
書
簡
を
執
筆
し
た
と
き
の
状
況
が
、

�
熟
考
を
か
さ
ね
た
も
の
で
な
く
、
短
時
日
に
か
い
た
も
の
だ
っ
た
。

�
遠
慮
の
な
い
身
近
な
弟
に
あ
て
た
も
の
だ
っ
た
。

�
蕭
綱
が
京
師
の
詩
風
に
つ
よ
い
憤
懣
を
有
し
て
い
た
。

と
い
う
も
の
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
事
情
は

｢
与
湘
東
王
書｣

執
筆
に
と
っ
て
、
わ
る
い
こ
と
ば
か
り
だ
っ
た
か
と
い
え
ば
、
そ
う
と
も
い
え

な
い
。
裏
が
え
し
て
い
え
ば
、
こ
う
し
た
事
情
が
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
蕭
綱
書
簡
は
、
訴
え
が
よ
む
者
の
胸
に
直
截
に
と
ど
く
真
率

さ
を
そ
な
え
、
ま
た
わ
か
わ
か
し
く
情
熱
的
な
行
文
に
な
っ
た
と
も
い
え
る
か
ら
だ
。

も
し
か
り
に
、
こ
の
蕭
綱
書
簡
が
じ
っ
く
り
時
間
を
か
け
、
熟
考
を
か
さ
ね
て
つ
づ
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
こ
の
書
簡
文
は
た
ぶ

ん
平
穏
で
、
瑕
瑾
の
す
く
な
い
文
面
に
な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
う
な
っ
た
場
合
、
こ
の
書
簡
に
た
だ
よ
う
率
直
な
語
り
ぐ
ち

や
熱
気
あ
ふ
れ
た
口
吻
は
、
ず
い
ぶ
ん
希
薄
な
も
の
に
な
っ
た
に
相
違
な
い
。
そ
れ
は
こ
の
書
簡
か
ら
、
魅
力
を
そ
い
で
し
ま
う
の

で
は
な
い
か
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
唐
初
の
姚
思
廉
が
こ
の
蕭
綱
書
簡
に
注
目
し
、
�
肩
吾
伝
に
引
用
し
た
の
は
、[

右
に
の
べ
た
よ
う
な]

行
文

の
率
直
さ
や
熱
気
が
、
魅
力
的
な
も
の
に
う
つ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
お
も
う
。｢

こ
の
整
理
さ
れ
て
い
な
い
ナ
マ
な
行
文
こ
そ
、

[

宮
体
詩
が
勃
興
し
よ
う
と
す
る]

当
時
の
文
壇
の
状
況
を
あ
つ
く
、
そ
し
て
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
に
つ
た
え
て
く
れ
る
は
ず
だ｣

。
姚
思
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廉
は
こ
う
お
も
っ
た
か
ら
こ
そ
、
お
び
た
だ
し
い
史
料
の
な
か
か
ら
こ
の
書
簡
を
ひ
ろ
い
だ
し
、
�
肩
吾
伝
の
な
か
に
と
り
こ
ん
だ

の
で
は
な
い
か

(

た
だ
し
前
述
し
た
ご
と
く
、
書
簡
の
主
旨
を
と
り
ち
が
え
て
い
た
の
だ
が)

。
そ
の
意
味
で
姚
思
廉
か
ら
み
れ
ば
、

こ
の
蕭
綱
書
簡
は
、
い
わ
ば
文
壇
の
現
場
報
告
ふ
う
性
格
を
お
び
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
文
中
の
不
用
意
な
対
偶
や
整
理
さ
れ
ざ
る
感

情
は
、
そ
う
し
た
性
格
と
表
裏
一
体
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
右
の
�｢

短
時
日
に
か
い
た｣

と
い
う
件
は
、
ど
う
や
ら

｢

与
湘
東
王
書｣

執
筆
の
と
き
だ
け
で
な
く
、
蕭
綱
の
文

学
的
資
質
と
も
関
係
が
あ
り
そ
う
だ
。
と
い
う
の
は
、
短
時
日
で
の
詩
文
創
作
は
、
こ
の
書
簡
の
と
き
だ
け
に
か
ぎ
ら
れ
な
い
か
ら

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
梁
書』

巻
四
の
簡
文
帝
本
紀
を
ひ
も
と
く
と
、

太
宗
幼
而
敏
睿
、
識
悟
過
人
。
六
歳
便
属
文
、
高
祖
驚
其
早
就
、
弗
之
信
也
。
乃
於
御
前
面
試
、
辞
采
甚
美
。
高
祖
歎
曰
、

｢

此
子
吾
家
之
東
阿｣

。
既
長
、
…
…
九
流
百
氏
、
経
目
必
記
。
篇
章
辞
賦
、
操�

筆�

立�

成�

。

太
宗

(

蕭
綱)

は
幼
児
か
ら
俊
敏
で
、
判
断
力
は
ひ
と
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
た
。
六
歳
で
文
を
つ
づ
っ
た
が
、
高
祖

(

武
帝)

は
そ
の
早
熟
ぶ
り
に
お
ど
ろ
き
、
信
じ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
御
前
で
た
め
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
辞
采
は
た
い
そ
う
す
ぐ
れ
て

い
た
。
高
祖
は

｢

こ
の
子
は
わ
が
蕭
家
の
東
阿

(

曹
植)

だ
な
あ｣

と
嘆
じ
た
の
だ
っ
た
。
成
人
す
る
や
…
…
諸
子
百
家
の

類
は
、
一
読
す
れ
ば
す
ぐ
お
ぼ
え
た
し
、
詩
文
や
辞
賦
は
筆
を
と
る
や
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
か
き
あ
げ
た
。

と
い
う
記
事
が
み
え
る
。
こ
の
よ
う
に
蕭
綱
は
少
年
時
か
ら
、
父
の
武
帝
も
お
ど
ろ
く
ほ
ど
早
熟
で
あ
り
、
成
人
し
て
か
ら
も

｢

詩

文
や
辞
賦
は
筆
を
と
る
や
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
か
き
あ
げ
た｣
の
だ
と
い
う
。

こ
の
話
で
父
の
武
帝
が

｢

こ
の
子
は
わ
が
蕭
家
の
東
阿

(

曹
植)
だ
な
あ｣

と
嘆
じ
た
の
は
、
彼
が
そ
う
し
た
速
筆
の
才
を
有
し

て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
こ
の
蕭
綱
の

｢

操
筆
立
成｣

(

筆
を
と
る
や
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
か
き
あ
げ
た)

の
逸
話
は
、
も
と

は
魏
の
曹
植
の
、
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陳
思
王
植
字
子
建
。
年
十
歳
余
、
…
…
善
属
文
。
太
祖
嘗
視
其
文
、
謂
植
曰
、｢

汝
倩
人
邪｣

。
植
跪
曰
、｢

言
出
為
論
、
下
筆

成
章
。
顧
当
面
試
、
奈
何
倩
人｣

。
時
�
銅
爵
台
新
成
、
太
祖
悉
将
諸
子
登
台
、
使
各
為
賦
。
植
操�

筆�

立�

成�

、
可
観
。
太
祖
甚

異
之
。(『

魏
志』

曹
植
伝)

陳
思
王
の
曹
植
、
あ
ざ
な
は
子
建
。
彼
は
十
歳
あ
ま
り
で
、
…
…
詩
文
を
つ
づ
る
の
が
う
ま
か
っ
た
。
あ
る
と
き
、
父
の
曹

操
は
そ
の
詩
文
を
一
読
し
て
、｢

他
人
に
代
作
し
て
も
ら
っ
た
の
か｣

と
い
っ
た
。
植
は
ひ
ざ
ま
ず
き
、｢

私
は
口
を
ひ
ら
け

ば
論
と
な
り
、
筆
を
と
れ
ば
詩
文
に
な
り
ま
す
。
面
前
で
お
た
め
し
く
だ
さ
い
。
ど
う
し
て
、
他
人
に
た
の
ん
だ
り
し
ま
し
ょ

う
か｣

と
こ
た
え
た
。
と
き
あ
た
か
も
、
�
都
の
銅
雀
台
が
落
成
し
た
ば
か
り
だ
っ
た
の
で
、
曹
操
は
息
子
た
ち
を
つ
れ
て

台
に
の
ぼ
り
、
各
自
に
賦
を
つ
く
ら
せ
た
。
植
は
筆
を
と
る
と
す
ぐ
に
完
成
さ
せ
た
が
、
り
っ
ぱ
な
出
来
だ
っ
た
。
曹
操
は

植
を
特
別
な
者
だ
と
お
も
っ
た
。

と
い
う
話
柄
に
由
来
し
て
い
る
。
こ
の

『
魏
志』

の
話
で
も
、
曹
植
が
少
年
時
か
ら

｢

操
筆
立
成｣

だ
っ
た
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。

だ
か
ら
こ
そ
梁
武
帝
は
、
わ
が
子
蕭
綱
の
卓
越
し
た
才
腕
ぶ
り
を
、
魏
の
曹
植
に
ダ
ブ
ら
せ
た
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
文
人
と
し
て
の

蕭
綱
は
、
曹
植
に
比
擬
さ
れ
る
ほ
ど
の
速
筆
型
の
天
才
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

｢

与
湘
東
王
書｣

の
文
章
に
か
え
れ
ば
、
か
く
短
時
日
に
つ
づ
っ
て
も
、
こ
れ
だ
け
対
偶
多
用
の
美
文
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
蕭

綱
の

｢

操
筆
立
成｣

の
能
力
を
証
明
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
当
時
の
文
人
た
ち
は
、
文
学
サ
ロ
ン
で
し
ば
し
ば
即
興
的
に
詩
文

を
唱
和
し
あ
っ
て
お
り
、
速
筆
じ
た
い
は
そ
う
め
ず
ら
し
く
な
か
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
、
わ
ざ
わ
ざ
史
書
で

｢

操
筆
立
成｣

を
特
筆

し
て
い
る
の
は
、
蕭
綱
が
当
時
の
文
人
の
な
か
で
も
、
特
段
に
ひ
か
り
か
が
や
く
才
能

(

と
く
に
は
や
く
、
と
く
に
す
ぐ
れ
た
詩
文

を
つ
く
れ
た)

を
し
め
し
た
か
ら
だ
ろ
う
。

だ
が
、
こ
れ
も
逆
に
か
ん
が
え
る
と
、
蕭
綱
は
ふ
だ
ん
か
ら
、
あ
ま
り
推
敲
を
し
な
い
タ
イ
プ
だ
っ
た
こ
と
も
、
暗
示
す
る
の
で
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は
な
い
か
。
速
筆
型
の
文
人
は
概
し
て
、
念
い
り
な
推
敲
や
見
な
お
し
な
ど
は
し
な
い
も
の
だ
。｢

与
湘
東
王
書｣

に
不
用
意
な
対

偶
や
整
理
さ
れ
ざ
る
感
情
が
ま
じ
っ
て
き
た
の
も
、
お
そ
ら
く
こ
の
あ
た
り
に
原
因
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
よ
き
に
つ
け
あ
し
き
に

つ
け
、
蕭
綱
の
文
雅
は
即
興
に
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
熟
考
を
事
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

六

好
悪
の
情

以
上
、
蕭
綱

｢

与
湘
東
王
書｣

の
文
章
を
考
察
し
て
き
た
。
こ
こ
ま
で
の
考
察
を
ま
と
め
れ
ば
、
基
本
的
に
は
対
偶
率
の
た
か
い

美
文
だ
が
、
し
ば
し
ば
不
用
意
な
対
偶
や
整
理
さ
れ
ざ
る
感
情
が
ま
じ
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
遠
慮
の
な
い
身
内
の
弟
に
む
け
て
、

短
時
日
で
つ
づ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
京
師
の
文
風
へ
の
つ
よ
い
憤
懣
と
あ
い
ま
っ
て
、｢

文
壇
の
現
場
報
告｣

ふ
う
な
性
格
を
お
び

さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た

と
要
約
し
て
よ
か
ろ
う
。

で
は
最
後
に
、
そ
う
し
た
蕭
綱
書
簡
を
一
篇
の
文
学
作
品
と
み
な
し
た
と
き
、
ど
の
よ
う
に
評
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
私
見

を
の
べ
て
お
こ
う
。
結
論
を
さ
き
に
い
え
ば
、
こ
の
書
簡
は

[

た
と
え
ば
陸
機

｢

文
賦｣

の
ご
と
く]

文
学
史
、
あ
る
い
は
文
学
批

評
史
に
燦
然
と
か
が
や
く
名
篇
と
は
い
え
な
い
。
文
中
の
あ
ち
こ
ち
に
技
術
的
な
瑕
疵
が
あ
っ
て
、
い
か
に
も
怱
卒
の
作
ら
し
い
措

辞
が
散
見
し
て
い
る
か
ら
だ
。
さ
ら
に
内
容
的
に
も
、
よ
く
い
え
ば
個
性
的
と
評
せ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
わ
る
く
い
え
ば
ア
ク
が

つ
よ
く
て
、
辟
易
し
て
し
ま
う
よ
う
な
発
言
も
な
い
で
は
な
い
よ
う
だ
。
以
下
、
そ
う
し
た
方
面
の
気
づ
き
を
二
つ
ほ
ど
言
い
そ
え

て
、
一
篇
を
と
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

蕭
綱
書
簡
を
よ
ん
で
ま
ず
気
づ
く
こ
と
は
、
文
中
で
の
主
張
が
感
情
的
す
ぎ
て
、
客
観
性
に
と
ぼ
し
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
書
簡
で
は
、
文
壇
改
革
へ
の
つ
よ
い
情
熱
は
感
じ
と
れ
る
も
の
の
、
し
か
し
そ
れ
は
冷
静
な
文
学
評
論
と
は
い
い
に
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く
い
も
の
だ
。
蕭
綱
自
身
の
好
悪
の
情
が
、
客
観
的
か
つ
合
理
的
な
判
断
よ
り
も
、
前
面
に
で
て
き
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。

そ
の
好
悪
の
情
の
う
ち
、｢

好｣

の
情
は
永
明
文
学
へ
む
け
ら
れ
、｢

悪｣

の
情
は
京
師
の
文
風
、
と
く
に
謝
・
裴
の
模
倣
者
の
ほ

う
に
む
け
ら
れ
て
い
る
。
永
明
文
学
を
た
た
え
た

｢

好｣

の
ほ
う
は

｢

二

姚
思
廉
の
誤
解｣

の
章
で
引
用
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は

謝
・
裴
の
模
倣
者
を
批
判
し
た

｢

悪｣

の
一
節
を
ひ
い
て
み
よ
う
。

故

胸
馳
臆
断
之
侶
、

方
六
駮
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
。

だ
か
ら
、
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
的ま
と

外は
ず

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
れ
は
第
四
段
の
一
節
。
は
じ
め
の

｢

胸
馳｣

の
聯
は
謝
霊
運
・
裴
子
野
の
模
倣
者
の
こ
と
を
い
う
。
つ
づ
く

｢

方
六
駮｣

の
聯

で
は
、
六
駮
や
卻
克
を
ひ
き
あ
い
に
だ
し
て
、
彼
ら
を
的
は
ず
れ
な
こ
と
を
す
る
連
中
だ
と
非
難
す
る
。
さ
ら
に

｢

入
鮑｣

の
聯
に

は
い
る
と
、
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
だ
と
お
い
う
ち
を

か
け
る
。
つ
づ
い
て

｢

決
羽｣

の
聯
で
、
孔
子
の
三
千
弟
子
や
漢
の
両
唐
を
例
に
だ
し
て
、
彼
ら
の
よ
う
に
不
首
尾
に
お
わ
る
だ
ろ
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う
と
き
め
つ
け
て
い
る
。
か
く
三
聯
に
も
わ
た
っ
て
、
謝
・
裴
の
模
倣
者
は
だ
め
だ
、
だ
め
だ
、
と
非
難
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

そ
う
と
う
感
情
的
で
、
し
つ
こ
い
言
い
か
た
と
い
う
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か

(

ふ
つ
う
な
ら
、
は
じ
め
の

｢

方
六
駮｣

の
一
聯
だ
け

で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
だ
ろ
う)

。

こ
れ
だ
け
で
も
感
情
的
な
の
だ
が
、
蕭
綱
は
書
簡
の
最
後
の
段
で
も
ダ
メ
を
お
す
よ
う
に
、
ま
た
批
判
を
く
り
か
え
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
第
六
段
で
、
弟

(

蕭
繹)

に
む
か
っ
て
、｢

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｣

と
の
べ
た
あ
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

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
。(

第
六
段)

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
。

こ
の
部
分
で
も
蕭
綱
は
、
京
師
で
と
き
め
い
て
い
る
連
中
に
、
お
の
が
無
能
さ
を
お
も
い
し
ら
せ
て
や
り
た
い
と
批
判
し
て
い
る
。

内
容
的
に
は
初
聯

｢

弁
茲｣

云
々
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
だ
ろ
う
。
だ
が
、
蕭
綱
は
こ
こ
で
も
四
聯
十
二
句
に
わ
た
っ
て
、
才
能
の
な
さ
を

明
る
み
に
し
て
や
り
た
い
と
息
ま
い
て
い
る
の
だ
。

さ
ら
に
こ
の
四
聯
の
典
拠
を
み
て
み
よ
う
。
な
か
で
も
注
目
し
た
い
の
は
、
第
三
聯

｢

懐
鼠
知
慚
、
濫
�
自
恥｣

中
の
典
拠
で
あ

124



る
。
ま
ず
上
句
の

｢

懐か
い

鼠そ｣

の
語
は
、『

戦
国
策』

秦
策
に
も
と
づ
く
。
鄭
人
は
み
が
か
ぬ
璞あ
ら

玉た
ま

を

｢

璞は
く｣

と
称
し
、
周
人
は
干ひ

物も
の

に
し
て
い
な
い
鼠
を

｢

璞｣

と
い
っ
た
。
周
人
が
鄭
人
に

｢

璞は
く

は
い
ら
ん
か｣

と
声
を
か
け
る
や
、
鄭
人
は
か
お
う
と
い
っ
た
。
と

こ
ろ
が
周
人
が
と
り
だ
し
た
の
は
干
物
に
し
て
い
な
い
鼠
だ
っ
た
の
で
、
鄭
人
は
か
う
の
を
や
め
て
し
ま
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

お
な
じ
く
下
句
の

｢

濫ら
ん

�う｣

の
語
は
、『

韓
非
子』

内
儲
説
上
に
も
と
づ
く
。
斉
の
宣
王
は
笛
の
演
奏
を
こ
の
み
、
三
百
人
で
合
奏

さ
せ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
宣
王
の
死
を
う
け
て
た
っ
た
次
代
の
�
王
は
、
笛
の
独
奏
が
す
き
だ
っ
た
の
で
、
腕
に
自
信
の
な
い
奏
者

た
ち
は
み
な
に
げ
さ
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
つ
ま
り

｢

懐
鼠｣

｢

濫
�｣

と
も
に
、
偽
物
と
か
偽
物
が
幅
を
き
か
せ
る
と
か
の
意

な
の
だ
。

す
る
と
、
こ
こ
の

｢

懐
鼠
を
し
て
慚
づ
る
を
知
り
、
濫
�
を
し
て
自
ら
恥
ぢ
し
む｣

と
は
、
ニ
セ
詩
人
た
ち
に

[

み
ず
か
ら
の
無

能
ぶ
り
を]

気
づ
か
せ
、
は
じ
い
ら
せ
て
や
る｣

と
い
う
意
味
に
な
ろ
う
。
い
ま
京
師
で
と
き
め
い
て
い
る
連
中
を
、
か
く

[

干
物

に
せ
ざ
る]

鼠
や
へ
た
な
笛
奏
者
に
な
ぞ
ら
え
た
の
は
、
つ
よ
い
軽
侮
の
情
が
あ
っ
た
か
ら
に
相
違
な
い
。
か
く
し
て
こ
の
部
分
は
、

｢

恥
じ
い
ら
せ
て
や
る
ぞ
。
い
ま
に
み
て
お
れ｣

と
い
う
が
ご
と
き
、
つ
よ
い
威
嚇
ふ
う
発
言
と
な
っ
た
。
蕭
綱
か
ら
す
れ
ば
、
京

師
の
文
風
が
よ
ほ
ど
気
に
く
わ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
こ
こ
の
表
現
は
、
じ
つ
に
感
情
的
な
批
判
で
あ
り
、
罵
倒

だ
と
い
っ
て
も
よ
い
く
ら
い
で
あ
る
。

こ
う
し
た
行
文
は
、
さ
き
に
の
べ
た
現
場
報
告
ふ
う
性
格
と
と
も
に
、
蕭
綱
の
お
さ
え
が
た
い
感
情

(

む
し
ろ
激
情
と
か
憤
怒
と

か
い
う
べ
き
か)

を
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
叙
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
冷
静
な
議
論
や
論
理
的
な
展
開
な
ど
と
は
正
反
対
の

も
の
で
あ
り
、
遠
ま
わ
し
で
婉
曲
な
行
文
が
お
お
い
六
朝
美
文
の
な
か
で
は
、
例
外
的
な
も
の
だ
。
い
い
意
味
で
も
わ
る
い
意
味
で

も
、
情
熱
的
で
わ
か
わ
か
し
い
書
簡
文
だ
と
称
さ
れ
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
と
き
蕭
綱
は
二
十
九
歳
、
じ
っ
さ
い
わ
か
か
っ
た
の
で
あ

る

(

７)

。
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七

き
か
ん
ぼ
う

蕭
綱
書
簡
を
よ
ん
で
二
番
目
に
気
づ
く
こ
と
は
、
作
者
た
る
蕭
綱
の

｢

き
か
ん
ぼ
う｣

的
な
性
格
が
、
す
か
し
み
え
て
く
る

[

よ

う
に
感
じ
ら
れ
る]

こ
と
だ
。
こ
の
書
簡
は
た
し
か
に
、
情
熱
的
で
わ
か
わ
か
し
い
印
象
を
あ
た
え
る
の
だ
が
、
同
時
に

｢

わ
れ
こ

そ
は｣

と
い
う
尊
大
な
態
度
も
、
な
か
な
か
強
烈
な
も
の
が
あ
る
。
私
の
主
観
的
な
感
想
か
も
し
れ
な
い
が
、
蕭
綱
は
き
か
ん
気
で

自
己
主
張
が
つ
よ
い
タ
イ
プ
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

も
っ
と
も
、
こ
の
書
簡
を
よ
ん
だ
だ
け
で
は
、
そ
の
あ
た
り
の
気
性
ま
で
は
、
わ
か
り
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
、『

梁

書』

本
伝
で

｢

性
格
が
寛
容
で
包
容
力
に
と
ん
で
い
た｣

(

寛
和
容
衆)

と
評
さ
れ
る
、
兄
の
蕭
統
の
書
簡
文
を
よ
ん
で
、
両
書
簡

の
雰
囲
気
や
語
り
く
ち
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
二
人
の
気
性
の
違
い
が
う
か
が
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

つ
ぎ
に
し
め
す
の
は
、
蕭
統
が
蕭
綱
に
お
く
っ
た

｢

荅
晋
安
王
書｣

で
あ
る

(

こ
の
晋
安
王
と
い
う
の
は
、
弟
の
蕭
綱
を
さ
す)

。

兪
紹
初

『

昭
明
太
子
集
校
注』

七
十
五
頁
の
考
証
に
よ
る
と
、
こ
の
書
簡
を
つ
づ
っ
た
の
は
天
監
十
四
年

(

五
一
五)

だ
っ
た
と
い

う
。
す
る
と
、
こ
の
と
き
蕭
統
は
わ
ず
か
十
五
歳
、
お
く
ら
れ
た
蕭
綱
は
十
三
歳
。
現
在
ふ
う
に
い
え
ば
、
中
三
の
兄

(

皇
太
子
と

し
て
建
康
の
東
宮
に
い
る)

が
、
と
お
く
は
な
れ
た
中
一
の
弟

(

江
州
刺
史
と
な
っ
て
赴
任
し
た
ば
か
り)

に
む
け
て
つ
づ
っ
た
手

紙
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

得
五
月
二
十
八
日
疏
并
詩
一
首
。
省
覧
周
環
、
慰
同
促
膝
。
汝
本
有
天
才
、
加
以
愛
好
。
無
忘
所
能
、
日
見
其
善
。
首
尾
裁
浄
、

可
為
佳
作
。
吟
玩
反
覆
、
欲
罷
不
能
。
…
…

炎
涼
始
貿
、
触
興
自
高
。
覩
物
興
情
、
更
向
篇
什
。
昔
梁
王
好
士
、
淮
南
礼
賢
、
遠
致
賓
遊
、
広
招
英
俊
。
非
惟
藉
甚
当
時
、
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故
亦
伝
声
不
朽
。
必
能
虚
己
、
自
来
慕
義
。
含
毫
属
意
、
差
有
起
予
。
…
…

但
清
風
朗
月
、
思
我
友
于
。
各
事
藩
維
、
未
克
棠
棣
。
興
言
届
此
、
夢
寐
増
労
。
…
…

五
月
二
十
八
日
づ
け
の
手
紙
と
同
封
の
詩
一
首
を
う
け
と
っ
た
。
な
ん
ど
も
よ
み
か
え
し
て
い
た
ら
、
た
が
い
に
膝
を
つ

き
あ
わ
せ
て
い
る
よ
う
な
気
分
に
な
っ
た
よ
。
お
ま
え
は
も
と
も
と
才
能
が
あ
る
う
え
、
詩
が
す
き
な
ん
だ
な
。
得
意
な
叙

し
か
た
を
わ
す
れ
ず
、
さ
ら
に
日
々
進
歩
し
て
い
る
。
首
尾
と
も
に
す
っ
き
り
し
て
い
て
、
佳
作
だ
と
お
も
う
。
な
ん
ど
も

よ
み
か
え
し
、
な
か
な
か
ス
ト
ッ
プ
で
き
な
い
ほ
ど
だ
。
…
…

よ
う
や
く
炎
暑
が
す
ぎ
て
す
ず
し
く
な
る
と
、
時
節
に
感
じ
て
興
趣
も
た
か
ま
っ
て
く
る
。
風
物
を
ま
え
に
す
る
と
思
い

が
嵩
じ
て
き
て
、
い
っ
そ
う
詩
心
を
か
き
た
て
ら
れ
る
こ
と
だ
。
む
か
し
漢
の
梁
王
は
士
を
こ
の
み
、
淮
南
王
は
賢
人
を
礼

遇
し
た
。
そ
し
て
は
る
か
遠
方
の
客
を
ま
ね
き
、
ひ
ろ
く
英
俊
の
士
を
も
と
め
た
。
お
か
げ
で
両
王
の
名
声
は
当
時
は
も
ち

ろ
ん
、
後
世
で
も
不
朽
の
も
の
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
両
王
は
謙
虚
な
態
度
を
と
れ
た
の
で
、
遠
方
の
客
や
英
俊
の
士
が
義
を

し
た
っ
て
あ
つ
ま
っ
て
き
た
の
だ
。
そ
し
て
彼
ら
は
筆
を
と
っ
て
思
い
を
叙
し
た
詩
文
を
つ
づ
っ
て
、
主
人
た
る
梁
王
や
淮

南
王
を
啓
発
し
た
の
だ
っ
た

(

自
分
も
そ
う
あ
り
た
い
も
の
だ)

。
…
…

清
風
が
ふ
き
よ
せ
る
明
月
の
し
た
に
い
る
と
、
お
ま
え
た
ち
の
こ
と
が
お
も
わ
れ
て
な
ら
ぬ
。
我
わ
れ
兄
弟
は
み
な
、
自

分
の
藩
国
を
お
さ
め
て
い
る
の
で
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
親
近
す
る
こ
と
も
で
き
ぬ
。
か
く
思
い
を
つ
づ
っ
て
く
れ
ば
、
夢
寐
に
も

あ
い
た
い
気
も
ち
が
つ
の
っ
て
く
る
よ
。
…
…

こ
の
書
簡
に
は
、
相
手

(

弟
の
蕭
綱)

の
詩
才
へ
の
称
賛
と
励
ま
し
、
梁
王
と
淮
南
王
の
故
事
に
よ
る
謙
虚
な
自
戒
、
そ
し
て
弟

た
ち
へ
の
思
い
や
り
等
が
み
ち
て
い
る
。
い
か
に
も
蕭
統
ら
し
い
、
温
雅
な
書
簡
文
だ
と
い
え
よ
う
。
と
く
に
末
尾
の

｢

但
清
風
朗

月｣

六
句
は
、
清
風
が
ふ
き
よ
せ
る
明
月
の
し
た
で
、
蕭
統
が
と
お
い
場
所
に
い
る
弟
た
ち
に
思
い
を
は
せ
た
も
の
だ
。
こ
の
あ
た
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り
、
あ
た
か
も
恋
人
を
お
も
う
か
の
よ
う
な
纏
綿
と
し
た
情
趣
に
あ
ふ
れ
て
い
て
、
ポ
エ
ジ
ー
に
も
と
ん
だ
表
現
に
な
っ
て
い
る
。

く
り
か
え
す
が
、
こ
の
と
き
蕭
統
は
わ
ず
か
十
五
歳
。
い
く
ら

｢

生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
聡
叡
な
り｣

(

本
伝)

だ
っ
た
と
は
い
え
、

す
ば
ら
し
い
早
熟
ぶ
り
だ
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
う
し
た
蕭
統｢

荅
晋
安
王
書｣

に
く
ら
べ
る
と
、｢

与
湘
東
王
書｣

(

こ
の
と
き
蕭
綱
は
二
十
九
歳)

は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
京
師
の
文
壇
批
評
を
お
こ
な
っ
た
部
分
を
あ
げ
れ
ば
、

○
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
。(

第
二
段)

○
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
克
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
。(

第
四
段)

と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
他
人
を
批
判
し
て
い
る
か
ら
、
蕭
綱
は
き
か
ん
ぼ
う
で
自
己
主
張
が
つ
よ
い
、
と
い
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
。

た
だ
こ
の
部
分
、
そ
の
批
判
の
し
か
た
が
、
い
か
に
も
思
い
こ
み
が
つ
よ
く
て
、
頭
ご
な
し
に
き
め
つ
け
て
い
る
感
じ
が
し
な
い
だ

ろ
う
か
。
と
く
に
第
四
段
の

｢

ど
う
も
う
な
六
駮
を
仁
な
る
麒
麟
と
く
ら
べ
、
び
っ
こ
の
卻
克
を
み
や
び
な
邯
鄲
の
地
で
あ
る
か
せ

て
い
る｣

と
い
う
比
喩

(

前
出)

は
、
そ
う
と
う
辛
辣
な
言
い
か
た
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

さ
ら
に
第
六
段
で
も
、
蕭
綱
は
、
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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
。(

第
六
段)

と
い
っ
て
、
京
師
の
文
人
た
ち
を
つ
よ
く
指
弾
し
て
い
た

(

こ
れ
も
前
出)

。
こ
こ
で
の
口
調
に
は
、[

京
師
の
文
人
た
ち
へ
の]

軽

侮
の
情
は
あ
っ
て
も
、
彼
ら
を
い
ま
し
め
、
よ
き
方
向
に
み
ち
び
い
て
ゆ
こ
う
と
い
う
親
切
心
は
感
じ
ら
れ
な
い
。｢

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｣

、
た
だ
そ
れ
だ
け
な
の
だ
。

い
っ
ぽ
う
、｢

自
分
た
ち
は
連
中
と
は
ち
が
う
ん
だ｣

と
い
う
エ
リ
ー
ト
意
識
も
、
ま
た
強
烈
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
右
の
引
用
の

す
ぐ
直
前
、
弟
の
蕭
繹
に
よ
び
か
け
た
箇
所
で
と
く
に
濃
厚
だ
。
す
な
わ
ち
、
蕭
綱
は
蕭
繹
に
よ
び
か
け
て
、

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
。

と
い
っ
て
い
た
。
こ
の
部
分
、
い
か
に
も
、
堕
落
し
た
文
風
を
再
興
さ
せ
る
の
は
、
我
わ
れ
兄
弟
を
お
い
て
な
い
、
と
い
い
た
げ
で

あ
る
。
つ
よ
い
エ
リ
ー
ト
意
識
で
あ
り
、
使
命
感
だ
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

蕭
綱
は
な
ぜ
、
こ
う
し
た
使
命
感
を
も
つ
に
い
た
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
蕭
綱
が
み
ず
か
ら
を
魏
の
太
子
、
曹
丕
に
擬
し
て
い
た

こ
と
と
関
係
が
あ
ろ
う
。
書
簡
中
で

｢

私
は
わ
が
子
建

(

曹
植)
を
お
も
っ
て
は｣

と
い
う
よ
う
に
、
蕭
綱
は
、
弟
の
蕭
繹
を
曹
植

に
み
た
て
て
い
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
は
と
う
ぜ
ん

[

曹
植
の
兄
の]
曹
丕
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
蕭
綱
は
お
の
が

脳
裏
で
、
建
安
文
人
を
領
導
し
た
か
が
や
か
し
き
文
学
の
旗
手
、
曹
丕
の
す
が
た
を
自
分
に
ダ
ブ
ら
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
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[

太
子
時
代
の]

曹
丕
が
建
安
文
学
を
ひ
き
い
た
ご
と
く
、
自
分
も
、
京
師
の
あ
し
き
文
風
を
一
掃
し
て
、
理
想
的
な
文
学
を
興
隆

さ
せ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
か
た
く
お
も
い
こ
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う

(

８)

。

さ
ら
に
こ
の
部
分
、
蕭
綱
は

｢

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｣

と
の
べ
、
い
っ

け
ん
弟
を
も
ち
あ
げ
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
別
稿

｢

蕭
綱
与
湘
東
王
書
札
記｣

で
も
の
べ
た
が
、
私
は
こ
の
言
い
か

た
に
、
と
っ
て
つ
け
た
よ
う
な
印
象
を
う
け
る
。
こ
の
発
言
は
お
そ
ら
く
本
心
で
は
な
く
、
蕭
綱
は
じ
つ
は

｢[

弟
で
な
く]

自
分

こ
そ
が｣

と
い
い
た
い
の
だ
ろ
う

(

そ
も
そ
も
蕭
繹
は
地
方
の
江
陵
に
赴
任
し
て
お
り
、
世
に
ひ
そ
む
俊
英
を
指
導
し
に
く
い
状
況

に
あ
る)

。
い
ま
ま
で
ヤ
ン
チ
ャ
小
僧
だ
っ
た
次
男
坊

(

蕭
綱)

が
、
長
兄

(

蕭
統)

の
急
逝
に
よ
っ
て
と
つ
ぜ
ん
態
度
が
か
わ
り
、

三
弟

(

蕭
繹)

に
む
か
っ
て
指
導
者
ぶ
っ
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
な
感
じ
が
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
、
蕭
統
と
蕭
綱
の
書
簡
文
を
比
較
し
て
み
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
と
も
に
兄
が
弟
に
お
く
っ
た
書
簡
で
あ
り
な
が
ら
、
雰
囲

気
や
語
り
く
ち
に
そ
う
と
う
の
違
い
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
よ
う
に
お
も
う
。
兄
の
蕭
統

｢

荅
晋
安
王
書｣

と
比
較
す
る
と
、
蕭

綱

｢

与
湘
東
王
書｣

は
批
判
的
な
発
言
が
お
お
い
う
え
、
自
己
主
張
が
つ
よ
い
も
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
み
ず
か
ら
を

[

曹
丕

の
ご
と
き]

文
学
の
領
導
者
と
お
も
い
こ
ん
で
、
他
人
を
み
く
だ
し
罵
倒
す
る
な
ど
、[

よ
く
い
え
ば
使
命
感
が
つ
よ
い
と
い
え
な

く
も
な
い
が
、
わ
る
く
い
え
ば]

威
圧
的
な
発
言
も
す
く
な
く
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、｢

与
湘
東
王
書｣

か
ら
う
か
が
え

る
蕭
綱
の
人
が
ら
は
、[

兄
の
蕭
統
に
く
ら
べ
る
と]

尊
大
で
、
ア
グ
レ
ッ
シ
ブ
で
、
負
け
ん
気
が
つ
よ
い

と
い
っ
て
よ
い
。

一
言
以
て
こ
れ
を
お
お
え
ば
、｢

き
か
ん
ぼ
う｣

と
称
し
て
よ
か
ろ
う

(

９)

。

周
知
の
よ
う
に
、
こ
の

｢

与
湘
東
王
書｣

を
つ
づ
っ
た
あ
と
、
蕭
綱
は
正
統
的
な
詩
文
や
学
問
に
従
事
す
る
い
っ
ぽ
う
で
、｢

戯

れ｣

の
艶
詩
づ
く
り
も
こ
の
む
よ
う
に
な
っ
た
。
以
前
か
ら
同
種
の
詩
は
つ
く
っ
て
い
た
だ
ろ
う
が
、
急
に
多
忙
と
な
っ
た

[

太
子

と
し
て
の]

公
務
や
学
芸
活
動
の
あ
い
ま
、
と
く
に
側
近
と
の
気
ら
く
な
息
抜
き
を
も
と
め
た
の
だ
ろ
う

(

�)

。
そ
し
て

[

た
ぶ
ん]

そ
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れ
が
度
を
す
ご
す
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、｢

宮
体｣

の
噂
が
父
の
武
帝
ま
で
と
ど
い
て
し
ま
っ
た
。
史
書
に
し
る
す
と
こ
ろ
に
よ

れ
ば
、
こ
れ
を
耳
に
し
た
武
帝
は
、
立
太
子
早
々
の
不
品
行
に
ひ
ど
く
腹
を
た
て
た
。｢

せ
っ
か
く
皇
太
子
に
た
て
て
や
っ
た
の
に
・
・

・｣
と
い
う
思
い
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
す
ぐ

[

蕭
綱
が
傾
倒
す
る]

徐
�
を
よ
び
よ
せ
、
叱
責
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
。

�
文
体
既
別
、
春
坊
尽
学
之
、｢

宮
体｣

之
号
、
自
斯
而
起
。
高�

祖�

聞�

之�

怒�

、
召�

��

加�

譲�

。
及
見
、
応
対
明
敏
、
辞
義
可
観
。

高
祖
意
釈
、
因
問
五
経
大
義
。
次
問
歴
代
史
及
百
家
雑
説
、
末
論
釈
教
。
�
商
較
縦
横
、
応
答
如
響
。
高
祖
甚
加
歎
異
。
更
被

親
狎
、
寵
遇
日
隆
。(『

梁
書』

巻
三
〇
徐
�
伝)

徐
�
の
詩
の
ス
タ
イ
ル
は
格
別
だ
っ
た
の
で
、
春
宮
の
人
び
と
は
、
み
な
そ
れ
を
ま
ね
た
。｢

宮
体
詩｣

と
い
う
呼
び
名
は

こ
う
し
て
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
武
帝
は
こ
れ
を
き
い
て
い
か
り
、
徐
�
を
よ
び
つ
け
て
叱
咤
し
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ

が
引
見
し
て
み
る
と
、
そ
の
応
対
ぶ
り
は
俊
敏
で
、
発
言
も
立
派
だ
っ
た
。
そ
こ
で
武
帝
の
怒
り
は
と
け
、
五
経
の
内
容
に

つ
い
て
質
問
し
た
。
つ
い
で
歴
史
や
諸
子
の
学
問
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
仏
教
に
つ
い
て
も
議
論
を
し
か
け
て
み
た
。
す
る
と

徐
�
は
自
在
に
比
較
で
き
、
さ
っ
と
こ
た
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
武
帝
は
お
ど
ろ
き
称
賛
し
た
。
そ
し
て
武
帝
か

ら
い
っ
そ
う
親
近
さ
れ
、
寵
愛
ぶ
り
は
日
に
た
か
ま
っ
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。

武
帝
は
、
い
わ
ば
息
子
の
家
庭
教
師
役
だ
っ
た
徐
�(
蕭
綱
と
と
も
に
宮
体
詩
を
主
導
し
た
。
綱
よ
り
三
十
歳
ほ
ど
年
長
で
あ
る)

を
よ
び
つ
け
た
。
こ
れ
は
蕭
綱
の
か
わ
り
に
召
喚
し
た
の
だ
ろ
う
。
武
帝
の
立
場
上
、
息
子
の
皇
太
子
を
よ
び
つ
け
て
難
詰
し
て
は
、

こ
と
が
お
お
き
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
結
果
は
、
意
外
な
ほ
う
に
む
か
っ
た
。
徐
�
の
お
も
い
が
け
ぬ
博
識
ぶ
り
に
、

武
帝
は
す
っ
か
り
お
ど
ろ
き
、
か
え
っ
て
徐
�
を
親
近
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
予
想
外
に
し
て
珍
妙
な
話
柄
に
対
し
て
、『

岡
村』

は
、

こ
の
挿
話
は
、
当
時
徐
�(

四
七
五
―
五
五
一)

を
先
駆
と
し
て
東
宮
に
大
流
行
し
て
い
た

｢

宮
体｣

詩
が
、
実
は
武
帝
の
激
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怒
を
受
け
る
ほ
ど
に
顰
蹙
す
べ
き
軟
派
文
芸
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
瞭
に
物
語
っ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
と
共
に
、
か
か
る

｢

宮

体｣

詩
人
で
は
あ
っ
て
も
、
一
方
で
経
学
を
は
じ
め
歴
史
・
百
家
・
仏
教
等
、
当
時
の
士
人
に
必
須
の
学
問
教
養
を
身
に
つ
け
、

そ
の
談
論
も
応
答
響
く
が
如
く
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
享
楽
的
な
軟
派
文
芸
へ
の
耽
溺
も
大
自
に
見
ら
れ
て
い
た
事
実
を
も

示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
間
さ
え
し
っ
か
り
し
て
お
れ
ば
、
い
く
ら
吉
原
で
遊
ん
で
も
よ
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

と
説
明
し
て
い
る
。
た
し
か
に
当
時
の
常
識
で
は
、｢

人
間
さ
え
し
っ
か
り
し
て
お
れ
ば
、
い
く
ら
吉
原
で
遊
ん
で
も
よ
か
っ
た｣

か
も
し
れ
な
い
。
し
ょ
せ
ん
艶
詩
づ
く
り
な
ど
、
裏
側
の
文
芸
で
あ
っ
て
、｢

戯
れ｣

に
す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら

(

�)

。

し
か
し
そ
う
で
は
あ
る
が
、
も
し
蕭
綱
に
亡
き
兄
の
ご
と
き
誠
実
さ
や
謙
虚
さ
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
彼
は
父
親
の
怒
り
を
真
摯
に

う
け
と
め
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
艶
詩
の
創
作
を
お
も
い
と
ど
ま
り
、
シ
リ
ア
ス
な
学
芸
活
動
や
公
務
に
専
念
し
た
こ
と
だ
ろ

う
。
だ
が
蕭
綱
は
、
そ
う
は
し
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
徐
�
へ
の
宥
恕
に
よ
っ
て
、｢

自
分
た
ち
の
艶
詩
が
、
父
か
ら
公
認
さ
れ
た｣

と
お
も
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
か
く
し
て
蕭
綱
は
、
ま
す
ま
す
戯
れ
に
熱
中
し
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。
そ
う
し
た
他
人
の
忠
告
を

き
か
ず
、
自
分
の
好
み
に
つ
っ
ぱ
し
っ
て
し
ま
っ
た
原
因
の
ひ
と
つ
は
、
こ
の
蕭
綱
の
き
か
ん
ぼ
う
的
性
質
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
、
私
は
お
も
う
の
で
あ
る
。

注(

１)

蕭
綱

｢

与
湘
東
王
書｣

の
執
筆
年
に
つ
い
て
、『

清
水』

は
、
大
同
年
間

(

五
三
五
〜
五
四
五)

の
初
だ
っ
た
ろ
う
と
推
測
し
て
い
た
。
最

近
の
論
文
、
劉
林
魁

｢

梁
簡
文
帝
蕭
綱
与
湘
東
王
書
繋
年
考｣

(｢

西
北
大
学
学
報｣

二
〇
〇
六
―
二)

で
は
、
大
同
六
年
か
ら
八
年
の
あ
い
だ

(

五
四
〇
〜
五
四
二)

に
か
か
れ
た
と
す
る
。
そ
の
他
、
執
筆
年
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
異
論
が
お
お
か
っ
た
。

(

２)
｢

宮
体｣

は
、
語
義
的
に
は

｢

東
宮�

(

皇
太
子
＝
蕭
綱)

の
詩
体�｣

の
意
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
語
の
具
体
的
な
内
実
に
は
、
広
狭
さ
ま
ざ
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ま
な
議
論
が
あ
っ
て
、
定
義
が
一
様
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
そ
う
し
た
や
や
こ
し
い
議
論
に
は
ふ
み
こ
ま
ず
、
お
お
ざ
っ
ぱ
に
艶
詩
の
な
か
の

一
部

(

蕭
綱
の
東
宮
で
盛
行
し
た
艶
体
の
詩)

の
意
で
使
用
す
る
。

(
３)

『

梁
書』

編
者
の
姚
思
廉
は
、『

梁
書』

�
肩
吾
伝
で

｢

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｣

と
の
べ
、
永
明
文
学
を

｢

新
変｣

と
称
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
徐
�
の
伝
で
も
、｢[

徐
�

は]
文
を
属つ
づ

る
や
好
ん
で
新�

変�

を
為
し
、
旧
体
に
拘
か
か
わ
ら
ず｣

と
叙
し
て
、
徐
�
の
詩
風
も

｢

新
変｣

だ
と
評
し
て
い
る
。
す
る
と
姚
思
廉
の
脳

裏
で
は
、｢
新
変｣

の
語
を
ブ
リ
ッ
ジ
と
し
て
、
永
明
文
学
と
徐
�
と
が
つ
な
が
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
徐
�
は
艶
詩
の
名
手
で
、
蕭

綱
に
宮
体
詩
を
ふ
き
こ
ん
だ
人
物
で
あ
る

(

本
稿
第
七
章
も
参
照)

。
と
す
れ
ば
、
本
文
中
の
矢
印
で
つ
な
い
だ
連
想
は
、

蕭
綱
書
簡
は
永
明
文
学
を
た
た
え
て
い
る

↓

永
明
文
学
は

〈

新
変〉

で
徐
�
と
つ
な
が
る

↓

徐
�
は
宮
体
詩
の
名
手
で
あ
り
、

蕭
綱
の
家
庭
教
師
格
の
人
物
だ

↓

蕭
綱
は
宮
体
詩
を
鼓
吹
し
て
い
る

と
つ
な
げ
て
ゆ
く
こ
と
も
で
き
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
姚
思
廉
の
脳
中
の
回
路
で
は
、｢

与
湘
東
王
書｣

中
の
永
明
文
学
称
賛
は
、
蕭
綱
の
宮

体
詩
鼓
吹
に
つ
な
が
っ
て
い
き
や
す
か
っ
た
よ
う
だ
。

(

４)
『

大
唐
新
語』

公
直
の
文
章
の
う
ち
、
末
四
句

｢

晩
年
改
作
、
追
之
不
及
。
乃
令
徐
陵
撰
玉
台
集
、
以
大
其
体｣

は
理
解
が
困
難
で
、
こ
れ

ま
で
多
様
な
解
釈
が
さ
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
な
か
近
時
の
有
力
な
解
釈
と
し
て
、
興
膳
宏
氏
の
も
の
が
あ
る

(｢

玉
台
新
詠
成
立
考｣

〈『

中

国
の
文
学
理
論』

論
文
初
出
は
一
九
八
二
年〉)

。
氏
は
、『

玉
台』

は
中
大
通
六
年

(

五
三
四)

ご
ろ
の
編
纂
だ
ろ
う
と
推
測
す
る
。
そ
の
さ

い
、
蕭
綱
は

[

編
者
の]

徐
陵
に
命
じ
て
、
当
代
の
艶
詩
を
巻
七
・
八
に
あ
つ
め
て
、
ま
ず
は

『

玉
台』

の
中
心
部
分
を
構
成
さ
せ
た
。
そ
し

て
、

そ
の
上
で
時
間
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
艶
詩
の
伝
統
に
つ
な
が
る
過
去
の
作
品
を
も
選
択
の
対
象
に
の
ぼ
せ
、
全
書
を
統
一
的
に
構
成
し
た

の
で
あ
ろ
う
。『

大
唐
新
語』

に
い
う

｢

以
大
其
体｣

は
、
鈴
木
虎
雄
氏
が
解
さ
れ
た
ご
と
く
、｢

之
を
前
代
に
ま
で
推
し
広
め
て
同
種
の

詩
篇
を
集
め
た｣

こ
と
に
ち
が
い
あ
る
ま
い
。

と
解
釈
さ
れ
た
の
で
あ
る

(

三
三
六
頁)

。
こ
の
興
膳
氏
の
二
段
階
編
纂
説
は
な
か
な
か
説
得
力
が
あ
る
が
、
し
か
し
す
ぐ
う
え
の

｢

晩
年
改
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作
、
追
之
不
及｣

と
矛
盾
し
て
く
る
の
が
欠
点
だ
。
中
大
通
六
年
の
編
纂
だ
と
す
る
と
、
蕭
綱
は
三
十
二
歳
。
と
う
て
い
晩
年
と
は
い
え
な
い

し
、
ま
た
な
ぜ

｢

改
作｣

し
よ
う
と
し
た
の
か
、
説
明
が
つ
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
の

『

大
唐
新
語』

公
直
の
文
章
は
、
そ
れ

じ
た
い
が
舌
足
ら
ず
な
行
文
で
あ
る
う
え
、
内
容
的
に
も
疑
問
が
す
く
な
く
な
い
。
こ
れ
を
矛
盾
な
く
解
釈
す
る
の
は
、
だ
れ
で
あ
っ
て
も
困

難
だ
ろ
う
。

(

５)
『

玉
台
新
詠』

所
収
の
詩
を
検
す
る
と
、
標
題
に

｢

戯｣

と
題
し
た
艶
詩
と
し
て
、
ほ
か
に
も
武
帝

｢

戯�

れ�

に
作
る｣

、
蕭
繹

｢

戯�

れ�

に
艶
詩

を
作
る｣

、
劉
孝
綽

｢

淇
上
の
人
蕩
子
の
婦
に
戯�

る�｣

な
ど
が
み
つ
か
っ
た
。
か
く
蕭
綱
や
武
帝
ら
の
艶
詩
の
題
に
、｢

戯｣

字
が
使
用
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
、[

か
り
に
み
ず
か
ら
題
し
た
も
の
で
な
か
っ
た
に
せ
よ]

当
時

｢

艶
詩
は
戯
れ
に
す
ぎ
ぬ｣

と
い
う
認
識
が
常
識
だ
っ

た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
拙
著

『

六
朝
の
遊
戯
文
学』

四
九
一
〜
四
九
七
頁
も
参
照
。

(

６)

蕭
綱
の
文
学
に
関
す
る
研
究
を
整
理
し
た
も
の
と
し
て
、
牟
華
林

｢

30
年
蕭
綱
研
究
述
論｣

(｢

四
川
師
範
大
学
学
報｣

二
〇
一
〇
―
一)

が

あ
る
。
こ
の
論
文
は
、
近
々
三
十
年
の
研
究
史
を
み
わ
た
し
た
も
の
だ
。
こ
の
な
か
で
牟
氏
は
、
蕭
綱
の
文
学
は
じ
ゅ
う
ら
い
宮
体
詩
だ
け
が

注
目
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
蕭
綱
文
学
の
一
面
に
す
ぎ
ず
、
よ
り
総
合
的
な
見
地
か
ら
研
究
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
蕭
綱
と

永
明
文
学
と
の
関
係
、
蕭
綱
と
儒
教
的
文
学
観
と
の
関
係
、
そ
し
て
経
年
に
よ
る
作
風
の
遍
歴
な
ど
、
ま
だ
究
明
す
べ
き
課
題
は
お
お
い
。

(

７)

蕭
綱
は

｢

与
湘
東
王
書｣

中
で
京
師
の
文
風
を
つ
よ
く
批
判
し
て
い
た
。
蕭
綱
の
そ
う
し
た
批
判
や
批
評
精
神
に
つ
い
て
、
林
田
慎
之
助
氏

は
、

…
…
批
判
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
つ
ね
に
時
代
の
文
学
の
方
法
と
動
向
に
つ
い
て
自
覚
し
責
任
を
も
つ
批
評
精
神
が
介
在
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
批
判
は
成
立
せ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
簡
文
帝
は
、
梁
代
の
文
学
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
、
同
時
代
の
文
学
的
旗
手

と
し
て
の
自
覚
と
責
任
に
お
い
て
、
京
師
の
文
体
批
評
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、｢

我

文
を
為つ
く

る
に
拙
く
、
敢
て
軽
々
し
く

掎
�
す
る
こ
と
有
ら
ざ
る
も｣

と
云
い
な
が
ら
、
お
さ
え
が
た
い
批
評
精
神
に
つ
き
動
か
さ
れ
て
、
批
判
の
筆
を
す
す
め
て
い
る
。
そ
の

底
に
は
、
梁
代
独
自
の
文
学
表
現
を
確
立
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
意
識
が
強
く
脈
搏
っ
て
い
る
こ
と
を
み
の
が
し
て
は
な
ら
ぬ
。

と
説
明
さ
れ
て
い
る

(｢

蕭
綱
の
与
湘
東
王
書
を
め
ぐ
っ
て
―
森
野
氏
論
文

〈

簡
文
帝
の
文
章
観〉

批
判
―｣〈『

中
国
中
世
文
学
評
論
史』

三
八
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七
頁
。
論
文
初
出
は
一
九
六
八
年)

。
た
し
か
に
蕭
綱
は
、
彼
な
り
の

｢

時
代
の
文
学
の
方
法
と
動
向
に
つ
い
て
自
覚
し
責
任
を
も
つ
批
評
精

神｣

に
も
と
づ
い
て
、
京
師
の
文
風
を
批
判
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て

｢

そ
の
底
に
は
、
梁
代
独
自
の
文
学
表
現
を
確
立
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す

る
意
識
が
強
く
脈
搏
っ
て｣

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
そ
の

｢

与
湘
東
王
書｣

中
の

｢

批
評
精
神｣

な
る
も
の
、
ざ
ん
ね
ん
な
が
ら

[

本
稿
で
み
た
よ
う
に]

好
悪
の
情
に
左
右
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
冷
静
か
つ
客
観
的
な
文
学
批
評
と
は
い
い
に
く
い
も
の
だ
っ
た
。
陸
機

｢

文
賦｣

や
劉
�『

文
心
雕
龍』

に
お
け
る
批
評
態
度
と

く
ら
べ
れ
ば
、
そ
の
未
熟
さ
や
偏
向
ぶ
り
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
林
田
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
な
高
次
元
の
批
評
精
神
を
獲
得
す
る
に
は
、
蕭
綱

は
ま
だ
わ
か
す
ぎ
た

(

あ
る
い
は
、
資
質
が
ち
が
い
す
ぎ
た)

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(

８)

蕭
綱
の
曹
丕
比
擬
は
、
じ
つ
は
兄
の
蕭
統
を
模
し
た
も
の
で
あ
る
。
蕭
統
は
、
お
な
じ
く
好
文
の
皇
太
子
と
い
う
相
似
も
あ
っ
て
か
、
魏
の

曹
丕
を
い
た
く
尊
敬
し
、
ま
た
そ
の
文
学
も
こ
の
ん
で
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)

。
蕭
統
の

｢

答
湘
東
王
求
文
集
及
詩
苑
英
華
書｣

や

｢

与
晋
安
王
綱
令｣

な
ど
を
よ
む
と
、

彼
が
い
か
に
自
分
を
曹
丕
に
擬
し
、
そ
の
文
学
を
こ
の
ん
で
い
た
か
が
よ
く
わ
か
る
。

こ
う
し
た
蕭
統
の
曹
丕
比
擬
は
、
自
発
的
な
も
の
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
周
辺
が
あ
お
り
た
て
た
結
果
だ
ろ
う
。
武
帝
が
お
さ
な
い
蕭
綱
に

む
か
っ
て
、｢

こ
の
子
は
わ
が
蕭
家
の
東
阿

(
曹
植)

だ
な
あ｣

と
い
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
兄
の
蕭
統
を
曹
丕
に
な
ぞ
ら
え
る
と
い

う
、
経
緯
が
あ
っ
た
か
ら
に
相
違
な
い
。
つ
ま
り
、
蕭
兄
弟
が
お
さ
な
い
こ
ろ
か
ら
、
武
帝
や
そ
の
臣
下
た
ち
は
、
文
才
す
ぐ
れ
し
二
人
を
曹

兄
弟
に
な
ぞ
ら
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
お
か
げ
で
蕭
統
も
、
そ
の
気
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
お
も
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
蕭
統
が
死
ん
だ
。
す
る
と
、
そ
の
後
を
つ
い
で
太
子
に
な
っ
た
蕭
綱
は
、
こ
ん
ど
は
自
分
が
曹
丕
に
な
る
べ
き
だ
と
お
も
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
僣
越
と
か
不
遜
と
か
い
う
べ
き
で
な
く
、
ご
く
自
然
な
心
の
動
き
だ
っ
た
ろ
う
と
お
も
わ
れ
る
。
だ
か
ら

｢

与
湘

東
王
書｣

中
で
も
、
つ
い
弟
の
蕭
繹
を
曹
植
に
擬
し
て
、｢

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｣

と
つ
づ
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
亡
き
蕭
統
は
本
気
で
曹
丕
た
ら
ん
と
努
力
し
て
い
た
の
に
、
こ
の
時
点
で
の
蕭
綱
は
ま
だ
格
好
だ
け
で
、
つ
け
や
き
刃
に
す
ぎ
な
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い
よ
う
だ
。
と
い
う
の
は
、
蕭
綱
に
は
、
曹
丕
が

[

そ
し
て
蕭
統
も]

有
し
て
い
た
臣
下
へ
の
連
帯
感
や
仲
間
意
識
と
い
う
も
の
が
、
あ
ま
り

感
じ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
本
文
で
の
も
べ
た
よ
う
に
、
蕭
綱
は
他
人

(

と
く
に
霊
運
詩
と
子
野
詩
へ
の
模
倣
者)

へ
の
軽
侮
の
情
が
つ
よ

く
、
お
ろ
か
な
者
で
も
よ
き
方
向
へ
み
ち
び
い
て
や
ろ
う
、
と
い
う
ご
と
き
親
切
心
は
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
。｢

理
想
的
な
文
学
を
興
隆
さ

せ
た
い｣

と
い
う
意
欲
を
有
す
る
点
で
は
、
蕭
綱
も
曹
丕
も
お
な
じ
だ
っ
た
。
だ
が
曹
丕
が
臣
下
を
信
頼
し
、
と
も
に
協
力
し
よ
う
と
し
て
い

た
の
に
対
し
、
こ
の
と
き
の
蕭
綱
は
好
き
嫌
い
の
情
が
つ
よ
く
、
狭
量
で
あ
り
す
ぎ
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の

｢

与
湘
東
王
書｣

か
ら
三
年
後
の
中
大
通
六
年

(

五
三
四)

、
蕭
綱
は
大
部
の
書

『

法
宝
聯
璧』

三
百
巻
を
完
成
さ
せ
た

が
、
こ
の
と
き
当
時
の
人
び
と
は
、
同
書
を

｢

以
て

[

魏
の]

王
象
・
劉
邵
ら
の

『

皇
覧』

に
比｣

し
た
と
い
う

(『

南
史』

陸
杲
伝)

。
こ
こ

で
い
う

『

皇
覧』

と
は
、
曹
丕
が
王
象
や
劉
邵
に
命
じ
て
編
纂
さ
せ
た
類
書
を
さ
す
。
蕭
綱
の

『

法
宝
聯
璧』

が
こ
の

『

皇
覧』

に
比
擬
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
は
、
兄
蕭
統
の
死
か
ら
三
年
、
蕭
綱
は
よ
う
や
く

[

曹
丕
が
か
つ
て
そ
う
し
た
よ
う
に]

臣
下
を
指
導
し
て
大
部
な
書
を
完
成

す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
こ
の
こ
ろ
に
な
っ
て
、
蕭
綱
は

[

す
く
な
く
と
も
学
芸
の
方
面
で
は]

自
他
と
も
曹

丕
に
擬
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

(

９)

拙
稿

｢

蕭
統
文
選
序
の
文
章
に
つ
い
て｣

(｢

中
国
中
世
文
学
研
究｣

第
五
三
号

二
〇
〇
八)

の
注
９
で
も
、
蕭
綱

｢

答
張
�
謝
示
集
書｣

の
一
節
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
の
尊
大
な
発
言
ぶ
り
を
指
摘
し
て
お
い
た
。

も
っ
と
も
、
歴
史
上
の
人
物
の
人
が
ら
や
性
格
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
後
世
か
ら
は
な
か
な
か
正
確
に
判
定
し
に
く
い
も
の
だ
。
ほ
ん
と
う

に
蕭
綱
は
、
尊
大
で
、
ア
グ
レ
ッ
シ
ブ
で
、
負
け
ん
気
が
つ
よ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
の
書
簡
文
を
一
、
二
篇
よ
ん
だ
だ
け
で
、
す
ぐ
そ
う

だ
と
断
定
す
る
の
は
、
一
斑
を
み
て
全
豹
を
卜
す
類
だ
と
い
わ
れ
か
ね
な
い(

蕭
綱
の
書
簡
文
に
は
、
四
季
の
推
移
を
詠
じ
た
風
雅
な
も
の
や
、

思
い
や
り
あ
ふ
れ
た
懇
切
な
も
の
も
あ
る)

。
こ
う
し
た
と
き
た
よ
り
に
な
る
の
は
、
や
は
り
正
史
の
記
述
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
正
史
の
記

述
だ
か
ら
た
だ
し
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
な
り
の
手
続
き
を
へ
て
か
か
れ
る
も
の
な
の
で
、[

書
簡
文
を
一
、
二
篇
よ
ん
だ
だ
け

で
、
性
格
を
う
ら
な
う
よ
り
は]

客
観
性
は
担
保
さ
れ
や
す
い
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
こ
で

『

梁
書』

の
本
伝
を
め
く
っ
て
み
る
と
、
蕭
綱
の
人
が
ら
が
う
か
が
え
そ
う
な
も
の
と
し
て
、
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及
居
監
撫
、
多
所
弘
宥
。
文
案
簿
領
、
繊
毫
不
可
欺
。

[

蕭
綱
は]

太
子
と
な
っ
て
政
務
を
み
る
よ
う
に
な
っ
て
は
、
お
お
く
寛
容
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
だ
が
文
書
や
帳
簿
に
お
い
て
は
、

け
っ
し
て
ご
ま
か
し
を
ゆ
る
さ
な
か
っ
た
。

と
い
う
記
述
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
蕭
綱
は
、
政
務
を
と
る
う
え
で
は
概
し
て
寛
容
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し

｢

文
案
簿
領｣

(

文

書
や
帳
簿
、
の
意)

の
記
載
の
こ
と
と
な
る
と
、
ゆ
る
が
せ
に
す
る
こ
と
な
く
、
き
び
し
く
目
を
ひ
か
ら
せ
て
い
た
よ
う
だ
。
こ
こ
の

｢

文
案

簿
領｣

と
は
、
も
ち
ろ
ん
政
務
上
の
文
書
類
の
こ
と
を
さ
そ
う
。
だ
が
、
も
し
こ
の
な
か
に
詩
文
の
類
も
ふ
く
め
た
な
ら
ば
、｢

与
湘
東
王
書｣

中
に
お
け
る
他

(
謝
・
裴
模
倣
の
詩
風)

へ
の
つ
よ
い
批
判
も
、
な
ん
と
な
く
納
得
が
で
き
そ
う
だ
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
ほ
か
の
方
面
で
は

寛
容
で
あ
っ
て
も
、
こ
と
文
書
に
関
す
る
話
題
と
な
る
と
、[

政
務
上
の
書
類
は
も
ち
ろ
ん
、
詩
文
の
類
で
あ
っ
て
も]

蕭
綱
は
そ
う
と
う
強

情
で
、
妥
協
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
つ
ま
り

｢

き
か
ん
ぼ
う｣

的
性
格
を
発
揮
し
が
ち
だ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。

(

�)

文
学
史
の
類
を
よ
む
と
、
蕭
綱
は
東
宮
に
は
い
っ
た
あ
と
、
宮
体
詩
ば
か
り
つ
く
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
だ
が
、
け
っ
し
て

そ
う
で
は
な
い
。
た
と
え
ば

[｢

与
湘
東
王
書｣

執
筆
よ
り
数
年
後
の
こ
と
だ
が]

、
太
子
と
し
て
の
公
務
の
余
暇
、
彼
は
臣
下
と
と
も
に
、

『

長
春
義
記』

一
百
巻

(

呉
氏

『

年
譜』
三
九
八
頁
で
は
、
五
三
一
〜
五
三
九
の
あ
い
だ
に
完
成
し
た
と
す
る)

や

『

法
宝
聯
璧』

三
百
巻

(

注
８
も
参
照)

な
ど
の
大
部
な
書
を
編
纂
し
て
い
る
。
前
者
は
経
書
の
義
を
論
じ
た
論
説
集
、
後
者
は
仏
学
関
係
の
類
書
ら
し
く
、
と
も
に

シ
リ
ア
ス
な
学
術
書
で
あ
る

(

い
ま
は
と
も
に
佚)
。｢
戯
れ｣

た
る
宮
体
詩
は
、
こ
う
し
た
学
芸
活
動
や
公
務
の
あ
い
ま
、
息
抜
き
と
し
て
ひ

ら
か
れ
た
私
的
な
文
会
の
場
で
、
わ
い
わ
い
と
つ
く
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

(

�)

注
５
で
も
み
た
よ
う
に
、
艶
詩
は｢

戯
れ｣

と
し
て
、
た
ま
に
は
武
帝
な
ど
も
つ
く
っ
て
い
た
。
だ
が
蕭
綱
の
場
合
は
、
そ
れ
が
目
に
あ
ま
っ

た
の
で
、
武
帝
も
み
て
み
ぬ
ふ
り
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
新
太
子
が
早
々
に
側
近
と
艶
詩
づ
く
り
に
興
じ
る
と
い
う
の
は
、[｢

戯
れ｣

だ
っ
た
と
し
て
も]

や
は
り
良
識
あ
る
人
び
と
の
耳
目
を
あ
つ
め
、
眉
を
ひ
そ
め
さ
せ
る
行
為
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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