
目

次

ま
え
が
き

Ⅰ

札
記

第
一
段

玉
台
の
麗
人

第
二
段

麗
人
の
美
貌

第
三
段

麗
人
の
才
華

第
四
段

た
い
く
つ
な
日
々

第
五
段

艶
歌
の
編
纂

第
六
段

ひ
ま
つ
ぶ
し
の
具

Ⅱ

文
章
考
察

第
一
章

巧
緻
な
修
辞
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台
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第
二
章

才
色
兼
備
の
麗
人

第
三
章

謙
虚
な
姿
勢

第
四
章

幸
福
な
一
致

第
五
章

麗
人
編
纂
説

第
六
章

仮
構
の
玉
台

ま
え
が
き

徐じ
ょ

陵
り
ょ
う
、
あ
ざ
な
は
孝こ
う

穆ぼ
く(

五
〇
七
〜
五
八
三)

は
、
六
朝
の
梁
と
陳
の
両
王
朝
に
ま
た
が
っ
て
活
躍
し
た
文
人
で
あ
り
、
ま
た

政
治
家
で
も
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
彼
は
陳
の
尚
書
僕
射
に
も
の
ぼ
っ
て
い
る
の
で
、
詔
策

(

代
作)

や
表
議
な
ど
の
政
治
向
き
の

文
書
も
た
く
さ
ん
つ
く
っ
た
。
だ
が
現
在
で
は
、
そ
う
し
た
政
治
方
面
で
の
活
動
は
お
お
く
わ
す
れ
ら
れ
、
も
っ
ぱ
ら
文
人
と
し
て

記
憶
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

文
人
と
し
て
の
徐
陵
は
、
わ
か
い
こ
ろ
か
ら
梁
の
晋
安
王

(

の
ち
の
簡
文
帝)

に
厚
遇
さ
れ
、
そ
の
詩
文
は
�
信
と
と
も
に
一
世

を
風
靡
し
た
。
や
が
て
侯
景
の
乱
を
へ
て
陳
に
は
い
っ
て
は
、｢

一
代
の
文
宗｣

と
た
た
え
ら
れ
て
、
い
よ
い
よ
文
壇
で
重
き
を
な

し
た
の
だ
っ
た
。
そ
う
し
た
彼
の
文
学
上
で
の
業
績
と
し
て
は
、｢
徐
�
体｣

と
称
さ
れ
る
華
麗
な
詩
文
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
な
か

で
も
著
名
な
の
が
、
詩
集

『

玉
台
新
詠』

の
編
者
と
し
て
の
声
望
だ
ろ
う
。
こ
の
書
は
、
漢
魏
か
ら
梁
に
い
た
る
男
女
の
情
愛
を
う

た
っ
た
艶
詩

(

宮
体
詩
と
も
い
う)

を
あ
つ
め
た
も
の
で
あ
る
。
六
朝
の
文
学
史
上
で
は
、
蕭
統
を
編
者
と
す
る
詩
文
集

『

文
選』

と
な
ら
ん
で
、
当
時
を
代
表
す
る
文
学
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
だ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
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本
稿
は
、
こ
の

『

玉
台
新
詠』

の
序
文
、
す
な
わ
ち

｢

玉
台
新
詠
序｣

を
読
解
し
て
札
記
に
ま
と
め

(｢

Ⅰ

札
記｣)

、
さ
ら
に

そ
の
札
記
を
ほ
り
さ
げ
て
、
文
章
論
的
考
察
を
く
わ
え
た
も
の
で
あ
る

(｢

Ⅱ

文
章
考
察｣)

。

こ
の

『

玉
台
新
詠』

は
じ
ゅ
う
ら
い
、
梁
の
中
期
ご
ろ
、
徐
陵
が
皇
太
子
の
蕭
綱

(

の
ち
の
簡
文
帝)

に
命
ぜ
ら
れ
て
、
編
纂
し

た
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
そ
の
序
文
も
、
徐
陵
の
作
だ
と
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
近
時
、
徐
陵
は

『

玉
台』

の
序
文
を
か

い
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
じ
っ
さ
い
の
編
纂
は
、
後
宮
に
い
た
女
性
の
手
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
と
す
る
議
論
も
で
て
き
て
い
る

(

本
稿

第
五
章
を
参
照)
。
し
か
し
、
そ
の
序
文
た
る

｢

玉
台
新
詠
序｣

に
関
し
て
は
、
徐
陵
の
作
を
う
た
が
う
論
者
は
ま
だ
あ
ら
わ
れ
て

い
な
い
。
そ
の
意
味
で
序
文
だ
け
は
、
現
在
で
も
安
心
し
て
徐
陵
の
作
と
称
し
て
よ
さ
そ
う
だ
。

読
解
に
あ
た
っ
て
、
テ
キ
ス
ト
は
近
時
に
中
華
書
局
よ
り
刊
行
さ
れ
た
、
許
逸
民

『

徐
陵
集
校
箋』

(

以
下
、『

校
箋』)

に
収
録

さ
れ
た
も
の
を
使
用
し
た
。
た
だ

『
校
箋』

の
テ
キ
ス
ト
を
よ
ん
で
ゆ
く
と
、
と
き
に
よ
み
に
く
い
箇
所
が
な
い
で
は
な
か
っ
た
。

そ
う
し
た
さ
い
は
、
こ
と
わ
っ
た
う
え
で
他
本
に
よ
っ
て
字
を
あ
ら
た
め
た
の
で
、
ご
注
意
い
た
だ
き
た
い

(

ま
た
分
段
も
私
見
に

よ
り
、
す
こ
し
お
お
め
に
し
た)

。

こ
の

｢

玉
台
新
詠
序｣

の
文
章
は
、
対
偶
や
典
故
を
駆
使
し
た
難
解
な
美
文
で
あ
る
。
そ
れ
を
正
確
に
読
解
す
る
に
は
、
詳
細
な

注
釈
は
欠
か
せ
な
い
。
じ
ゅ
う
ら
い
参
照
さ
れ
て
き
た
注
釈
書
と
し
て
、
清
代
の
呉
兆
宜
注
・
程
�
刪
補

『

玉
台
新
詠
箋
注』

や
紀

容
舒『

玉
台
新
詠
考
異』

が
存
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
序
文
へ
の
注
は
あ
ま
り
に
簡
略
す
ぎ
て
、
有
用
な
も
の
と
は
い
い
が
た
い
。

そ
う
し
た
と
こ
ろ
へ
出
現
し
た

『

校
箋』

は
、
語
句
へ
の
注
釈
が
翔
実
で
あ
り
、
難
解
な
行
文
を
解
釈
し
て
ゆ
く
う
え
で
、
お
お
い

に
便
宜
を
あ
た
え
ら
れ
た
。
本
稿
が

『

校
箋』

を
テ
キ
ス
ト
に
し
た
の
は
、
許
氏
の
注
釈
を
参
照
す
る
の
に
便
利
だ
っ
た
か
ら
で
も

あ
る
。

こ
の

『

校
箋』

以
外
に
参
照
し
た

｢

玉
台
新
詠
序｣

へ
の
注
釈

(

中
国)
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
許
�
・
黎
経
誥

『

六
朝
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文
�
箋
注』

(

上
海
古
籍
出
版
社

一
九
八
二
新
版
。
以
下
、『

箋
注』)

、
王
文
濡

『

南
北
朝
文
評
註
読
本』

、
高
歩
瀛

『

南
北
朝
文

挙
要』

(

以
下
、『

挙
要』)

、
張
仁
青

『

歴
代
駢
文
選

(

上)』
(

以
下
、『

駢
文
選』)

、
史
海
陽
・
李
竹
君

『

六
朝
文
�』

(

華
夏
出
版

社

一
九
九
九)

、
曹
明
綱

『

六
朝
文
�
訳
注』

(

上
海
古
籍
出
版
社

一
九
九
九)

、
朱
暁
海

｢

論
徐
陵
玉
台
新
詠
序｣

(｢

中
国
詩

歌
研
究｣
第
四
輯

二
〇
〇
七
。
以
下
、『

朱』)

。
こ
の
な
か
で
は

『

箋
注』

と

『

駢
文
選』

の
注
釈
が
、
新
式
評
点
を
附
し
て
よ

み
や
す
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
私
に
は
あ
り
が
た
か
っ
た
。

い
っ
ぽ
う
日
本
で
も
、
二
種
の
す
ぐ
れ
た
訳
注
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
第
一
は
猪
口
篤
志
氏
の
も
の

(

明
治
書
院

『

新
釈
漢
文
大

系』

所
収
。
一
九
七
四
〜
七
五

本
体
の
訳
注
は
内
田
泉
之
助
氏
が
な
さ
れ
た
が
、
序
文
は
猪
口
氏
が
担
当
さ
れ
た
よ
う
だ
。
以
下
、

『

猪
口』)

、
第
二
は
石
川
忠
久
氏
の
も
の

(

学
習
研
究
社

『

中
国
の
古
典』

所
収
。
一
九
八
六

以
下
、『

石
川』)

で
あ
る
。
な
お
、

鈴
木
虎
雄
氏
も

『

玉
台』

の
訳
書
を
刊
行
さ
れ
て
い
る
が

(『

岩
波
文
庫』

所
収
。
一
九
五
三
〜
五
六)

、
残
念
な
が
ら
序
文
の
翻
訳

は
略
さ
れ
て
い
る
。

こ
の

『

猪
口』

『

石
川』

の
両
訳
は
い
ず
れ
も
、
難
解
な

｢

玉
台
新
詠
序｣

を
読
解
さ
れ
た
力
作
で
あ
る
。
ま
ず

『

猪
口』

は
本

邦
初
訳
だ
っ
た
と
お
も
わ
れ
、
そ
の
苦
心
は
た
い
へ
ん
な
も
の
だ
っ
た
ろ
う
と
推
察
す
る
。
は
や
い
時
期
の
お
仕
事
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
語
句
へ
の
注
釈
は
詳
細
を
き
わ
め
て
お
り
、
近
時
の
中
国
の
注
釈
よ
り
も
す
ぐ
れ
る
と
お
も
わ
れ
る
典
拠
指
摘
も
す
く

な
く
な
い
。
く
わ
え
て
、
中
国
の
注
釈
に
と
ぼ
し
い

[
前
後
の
句
が
い
か
に
関
連
す
る
か
の]

文
脈
の
把
握
に
つ
い
て
も
、
訳
者
な

り
の
把
握
が
わ
か
る
よ
う
に
訳
さ
れ
て
お
り
、
本
札
記
を
つ
づ
る
さ
い
、
お
お
い
に
参
考
に
な
っ
た
。
い
っ
ぽ
う

『

石
川』

の
ほ
う

は
、
ほ
ぼ
従
前
の
注
釈
と
か
さ
な
り
つ
つ
も
、
よ
り
簡
約
で
わ
か
り
や
す
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
訳
注
の
美
点
は
、
訳
文
の

流
麗
さ
に
あ
り
、
ス
マ
ー
ト
で
こ
な
れ
た
日
本
語
が
こ
こ
ろ
よ
い

(『
猪
口』

の
訳
文
は
、
詳
細
な
説
明
を
モ
ッ
ト
ー
に
し
た
た
め

か
、
か
な
り
冗
漫
で
あ
る)

。
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難
解
な

｢

玉
台
新
詠
序｣

の
文
章
は
、
こ
う
し
た
内
外
の
訳
注
書
が
な
け
れ
ば
、
と
う
て
い
翻
訳
す
る
こ
と
は
お
ぼ
つ
か
な
か
っ

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

Ⅰ

札
記

は
じ
め
に
標
題
の

｢

玉
台
新
詠
序｣

五
字
の
札
記
を
し
る
し
て
お
こ
う
。
ま
ず

｢

玉
台｣

と
い
う
語
は

｢

玉
の
う
て
な｣

、
転
じ

て
り
っ
ぱ
な
宮
殿
ぐ
ら
い
の
意
だ
ろ
う

(

呉
兆
宜
の
箋
注
の

｢

玉
台
は
以
て
婦
人
の
貞
を
喩た
と

う｣

は
と
ら
な
い)

。
こ
の
語
は
諸
注

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
張
衡

｢
西
京
賦｣

や

『

漢
書』

礼
楽
志
な
ど
に
用
例
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を
吟
味
す
る
と
、
漢
代
宮
廷
中
の
台
う
て
な

(

前
者)

の
意
だ
っ
た
り
、
伝
説
上
の
天
帝
の
居
所

(

後
者)

だ
っ
た
り
す
る
よ
う
だ
。
徐
陵
は
、
そ
う
し
た
高
貴
な
陰
翳
を
も
っ

た

｢

玉
台｣

の
語
を
、
こ
の
艶
詩
集
の
標
題
に
つ
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
玉
台
は
、[

序
文
中
に
登
場
す
る]
麗
人
た
ち
の
居
所

(

お
そ
ら
く
は
天
子
の
後
宮)

な
の
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
意
外
な
こ

と
に
、
こ
の
語
は
標
題
に
あ
る
だ
け
で
序
文
中
で
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
序
文
を
よ
む
と
、
麗
人
た
ち
の
居
所
ら
し
き
場
所
と
し

て
、[

玉
台
で
な
く]
｢

璧
台｣

｢

金
屋｣

｢

椒
宮｣

｢
柘
観｣

な
ど
の
語
が
で
て
く
る
。
だ
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
す
ん
で
い
る
と
も
明

示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
建
物
の
ど
れ
か
に
居
住
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
程
度
だ
。
い
っ
た
い
玉
台
と
璧
台
等
と

の
関
係
は
、
ど
う
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
私
見
に
よ
れ
ば
、｢
璧
台｣

や

｢

金
屋｣

等
の
総
称
が

｢

玉
台｣

で
は
な
い
か
と
お
も
う
。

つ
ま
り
宏
壮
な
玉
台

(

複
数
の
建
物
や
房
屋
か
ら
な
る)

に
お
い
て
、
た
と
え
ば
第
一
棟
が
璧
台
と
称
さ
れ
、
第
二
房
が
金
屋
と
よ

ば
れ
た
り
し
て
い
た
。
だ
か
ら
麗
人
た
ち
が
ど
の
棟
や
房
に
す
ん
で
い
よ
う
と
、
や
は
り

｢

玉
台
の
な
か
に
す
ん
で
い
る｣

と
い
っ

て
さ
し
つ
か
え
な
い

こ
う
い
う
ふ
う
に
理
解
し
て
お
こ
う
。
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い
っ
ぽ
う

｢

新
詠｣

の
語
は
、
こ
れ
よ
り
以
前
に
用
例
を
み
な
い
が
、
お
そ
ら
く

｢

あ
た
ら
し
い
詩
歌｣

ぐ
ら
い
の
意
に
解
し
て

よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
具
体
的
に
は
、[『

玉
台
新
詠』

に
収
録
さ
れ
て
い
る
よ
う
な]

艶
詩
の
類
を
さ
し
て
い
る
の
だ
と
お
も
わ
れ
る
。

や
は
り
諸
注
が
説
く
よ
う
に
当
時
、｢

新
変｣

(『

梁
書』

徐
�
伝)

、｢

新
意｣

(『

陳
書』

徐
陵
伝)

、｢

新
巧｣

(『

隋
書』

文
学
伝)

な
ど
の

｢
新｣

字
を
つ
か
っ
た
語
が
し
ば
し
ば
使
用
さ
れ
、
お
お
く
艶
詩
ふ
う
の
詩
歌
を
意
味
し
て
い
た
こ
と
が
、
そ
の
傍
証
に
な

ろ
う
。

こ
れ
を
要
す
る
に
標
題
の

｢

玉
台
新
詠｣

は
、
序
文
の
内
容
を
ふ
ま
え
た
な
ら
ば
、｢

り
っ
ぱ
な
宮
殿
に
す
ま
う
麗
人
た
ち
が
、

み
ず
か
ら
編
纂
し
た
斬
新
な
艶
詩
集｣

と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
艶
詩
集
の
序
文
と
し
て
か
か
れ
た
の
が
、
こ
の
徐
陵

｢

玉
台
新
詠
序｣

な
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の

｢

玉
台
新
詠
序｣

の
文
章
を
読
解
し
て
ゆ
こ
う
。

第
一
段

玉
台
の
麗
人

夫

�
雲
概
日
、
由
余
之
所
未
窺
、

周
王
璧
台
之
上
、

玉
樹
以
珊
瑚
作
枝
、

千
門
万
戸
、
張
衡
之
所
曾
賦
。

漢
帝
金
屋
之
中
、

珠
簾
以
玳
瑁
為
押
。

其
中
有
麗
人
焉
。
其
人
也

五
陵
豪
族
、
充
選
掖
庭
、
亦
有

潁
川
新
市
、

本
号
嬌
娥
、

四
姓
良
家
、
馳
名
永
巷
。

河
間
観
津
、

曾
名
巧
笑
。

楚
王
宮
裏
、
無
不
推
其
細
腰
、

閲
詩
敦
礼
、
豈
東
鄰
之
自
媒
、

衛
国
佳
人
、
倶
言
訝
其
繊
手
。

婉
約
風
流
、
異
西
施
之
被
教
。
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弟
兄
協
律
、
生
小
学
歌
、

琵
琶
新
曲
、
無
待
石
崇
、

伝
鼓
瑟
於
楊
家
、

少
長
陽
阿
、
由
来
能
舞
。

箜
篌
雑
引
、
非
関
曹
植
。

得
吹
簫
於
秦
女
。

玉
台

(

麗
人
た
ち
が
す
ま
う
り
っ
ぱ
な
宮
殿)

の
大
廈
た
る
や
、
雲
を
し
の
ぎ
太
陽
も
か
く
す
ほ
ど
で
、
由
余
も
み
た
こ

と
が
な
か
っ
た
ほ
ど
だ
し
、
そ
の
門
戸
が
千
万
と
つ
ら
な
る
さ
ま
は
、
張
衡
が

｢

西
京
賦｣

で
詠
じ
た
の
と
お
な
じ
ぐ
ら
い

豪
勢
だ
。
あ
た
か
も
周
の
穆
王
が
盛
姫
に
あ
た
え
た
華
美
な
台
上
を
お
も
わ
せ
、
漢
の
武
帝
が
阿
嬌
を
す
ま
わ
せ
よ
う
と
し

た
金
屋
を
連
想
さ
せ
る
。
そ
こ
の
庭
の
玉
樹
は
珊さ

ん

瑚ご

の
枝
を
の
ば
し
、
白
珠
の
簾
は
玳た
い

瑁ま
い

を
軸
に
し
て
い
る
。

そ
の
各
房
に
麗
人
が
す
ん
で
い
る
。
彼
女
ら
は
、
あ
る
者
は
五
陵
の
豪
族
の
生
ま
れ
で
、
え
ら
ば
れ
て
掖
庭
宮
に
は
い
り
、

あ
る
者
は
四
姓
の
良
家
の
出
で
、
美
貌
ぶ
り
を
永
巷
宮
に
と
ど
ろ
か
せ
て
い
る
。
ま
た

[

美
人
の
お
お
い]

頴
川
や
新
市
、

さ
ら
に
河
間
や
観
津
な
ど
の
故
郷
で
、
か
つ
て
嬌
蛾
と
名
の
っ
た
り
、
巧
笑
と
よ
ば
れ
て
い
た
ひ
と
も
い
る
。

そ
う
し
た
麗
人
た
る
や
、[
細
腰
を
こ
の
ん
だ]

楚
王
の
宮
中
の
人
び
と
で
も
、
そ
の
細
腰
ぶ
り
を
推
賞
せ
ぬ
者
は
い
な

い
だ
ろ
う
し
、
衛
国
の

[

繊
手
で
有
名
な]

佳
人
た
ち
で
も
、
そ
の
繊
手
の
美
し
さ
に
み
な
賛
嘆
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
ま
た

詩
を
よ
み
礼
に
あ
つ
い
点
で
は
、
は
し
た
な
い
東
隣
の
娘
な
ど
と
比
較
に
な
ら
ぬ
し
、
お
く
ゆ
か
し
く
上
品
な
さ
ま
は
、
政

略
が
ら
み
の
教
養
し
か
も
た
ぬ
西
施
と
も
ち
が
っ
て
い
る
。

彼
女
ら
は
、
音
楽
家
が
兄
弟
だ
っ
た
の
で
、
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
歌
を
ま
な
ん
で
き
た
し
、
陽
阿
の
家
で
成
長
し
た
の
で
、

も
と
か
ら
舞
い
だ
っ
て
お
ど
れ
る
。
だ
か
ら
琵
琶
の
新
曲
は
、
石
崇
に
依
頼
す
る
必
要
が
な
い
し
、
箜く

篌ご

の
雑
曲
も
、
曹
植

に
つ
く
っ
て
も
ら
う
こ
と
も
な
い
。
さ
ら
に
瑟
の
演
奏
は
楊
家
の
ご
と
き

[

鼓
瑟
の]

名
門
で
腕
を
み
が
き
、
簫
の
演
奏
も

秦
女
の
ご
と
き
妙
手
か
ら
ま
な
ん
で
き
て
い
る
。

こ
の
第
一
段
は
、
玉
台
に
す
ま
う
麗
人
た
ち

(

ひ
と
り
で
な
く
複
数
と
解
す
る
。
後
述)

に
つ
い
て
、
そ
の
生
ま
れ
や
経
歴
を
紹
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介
し
た
も
の
で
あ
る
。
麗
人
た
ち
が
名
門
の
出
で
あ
る
こ
と
や
、
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
歌
舞
音
曲
を
ま
な
ん
で
き
た
こ
と
を
強
調
し
て

い
る
。

ま
ず
第
一
聯
は
、
玉
台
の
巨
大
さ
を
叙
し
た
も
の
。
第
一
句

｢

�
雲
概
日｣

は
、
玉
台
の
建
物
に
つ
い
て
、
雲
を
し
の
ぎ
太
陽
を

さ
え
ぎ
る
の
意
で
、
き
わ
め
て
高
層
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。｢

概｣

は

｢

�｣

と
も
か
き
、
さ
え
ぎ
る
の
意
。
北
周
武
帝
の

｢

毀
撤

斉
国
園
台
詔｣
に

｢

或
層
台
累
構
、
概�

日�

凌�

雲�｣
(

高
台
を
つ
く
り
建
物
を
つ
ら
ね
、
太
陽
を
さ
え
ぎ
り
雲
を
し
の
ぐ
、
の
意)

と

い
う
用
例
も
あ
る
の
で
、
当
時
は
四
字
熟
語
ふ
う
に
つ
か
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
つ
づ
く

｢

由
余
之
所
未
窺｣

句
は
、『

史
記』

秦

本
紀
の
話
柄
を
ふ
ま
え
る
。
秦
の
繆
公
が
由
余
に
豪
勢
な
宮
室
や
財
物
を
み
せ
た
と
こ
ろ
、
由
余
は

｢

こ
れ
だ
け
つ
く
る
の
に
、
さ

ぞ
民
衆
を
く
る
し
め
た
に
ち
が
い
な
い｣

と
い
っ
た
と
い
う
。
こ
の
句
は
、
そ
の
由
余
で
さ
え
み
た
こ
と
が
な
い
ほ
ど
豪
華
だ
、
と

い
う
意
で
あ
る
。

第
三
句｢

千
門
万
戸｣

は
い
ろ
ん
な
用
例
が
あ
る
が
、
つ
づ
く｢

張
衡
之
所
曾
賦｣

句
と
の
関
係
か
ら
み
れ
ば
、
張
衡｢

西
京
賦｣

の

｢

�
庭
詭
異
、
門�

千�

戸�

万�｣
(

中
庭
に
は
珍
奇
な
も
の
が
あ
り
、
門
は
千
、
戸
は
万
も
あ
る
、
の
意)

に
も
と
づ
く
と
す
べ
き
だ

ろ
う
。
こ
の
典
拠
の
語
順
に
し
た
が
え
ば

｢

千
門
万
戸｣

の
語
順
と
な
ろ
う
。
だ
が
、『

挙
要』

が

｢

呉
本
は

〈

万
戸
千
門〉

に
作

る
。『

法
海』

と
�
評
本
は
原
刻
を
改
め
て
呉
に
従
う
も
、
皆
な
是ぜ

に
非
ず｣

と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ど
う
や
ら

｢

万
戸
千
門｣

に

し
た
テ
キ
ス
ト
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
じ
つ
は
平
仄
の
配
置
か
ら
み
る
と
、｢

千
門
万
戸｣

の
語
順
を
あ
ら
た
め
て
、

�
雲○

概
日●

、
由
余○

之
所
未
窺○

、

万
戸●

千
門○

、
張
衡○

之
所
曾
賦●

。

と
し
た
ほ
う
が
、
平
仄
の
規
則
に
か
な
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
序
文
中
の
他
の
対
偶
で
は
、
ほ
ぼ
平
仄
が
か
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら

す
る
と
、
美
文
と
し
て
は

｢

万
戸
千
門｣

の
ほ
う
を
是ぜ

と
す
べ
き
だ
と
い
っ
て
よ
い

(

呉
本
も
な
に
か
依
拠
し
た
も
の
が
あ
っ
た
か
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も
し
れ
な
い)

。
た
だ
、
ふ
る
い

『

玉
台』

の
テ
キ
ス
ト
は

｢

千
門
万
戸｣

と
す
る
の
で
、
語
順
を
あ
ら
た
め
る
べ
き
か
ど
う
か
は
、

微
妙
な
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
と
り
あ
え
ず
、
あ
ら
た
め
な
い
ま
ま
と
し
た
。

つ
ぎ
の

｢

周
王｣

の
聯
は
、
玉
台
の
棟
や
房
の
り
っ
ぱ
さ
を
叙
し
た
も
の
。｢

周
王
璧
台
之
上｣

句
は
、『

穆
天
子
伝』

巻
六
の

｢

周
の
穆
王
が
盛
姫
の
た
め
に
台
を
き
ず
い
た
。
そ
れ
を
重
璧
の
台
と
称
し
た｣

と
い
う
話
に
依
拠
し
て
い
る
。
お
な
じ
く

｢

漢
帝

金
屋
之
中｣
句
は
、『

漢
武
故
事』

の

｢

武
帝
が
子
ど
も
の
と
き
、
阿
嬌
を
妻
に
し
た
い
か
と
た
ず
ね
ら
れ
る
と
、〈

も
し
阿
嬌
を
妻

に
し
た
ら
、
金
屋
を
つ
く
っ
て
そ
こ
に
す
ま
わ
せ
る〉

と
こ
た
え
た｣

と
い
う
故
事
を
ふ
ま
え
る
。
要
す
る
に

｢

璧
台｣

｢

金
屋｣

と
も
、
建
物
や
房
室
の
麗
語
だ
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。

｢

玉
樹｣

の
聯
は
、
各
房
の
調
度
の
豪
奢
ぶ
り
を
叙
し
た
も
の
。｢

玉
樹
以
珊
瑚
作
枝｣

句
は
、『

漢
武
故
事』

の

｢

上
起
神
屋
、

前
庭
植
玉�

樹�

、
以
珊�

瑚�

為
枝�｣

(
漢
武
帝
は
神
屋
を
た
て
、
前
庭
に
玉
樹
を
う
え
、
珊
瑚
を
そ
の
枝
と
し
た
、
の
意)

を
も
ち
い
、

｢

珠
簾
以
玳
瑁
為
押｣

句
も
、
お
な
じ
く
同
書
の

｢

以
白
珠�

為
簾�

、
玳�

瑁�

押�

之｣
(

漢
武
帝
は
白
珠
で
簾
を
つ
く
り
、
玳
瑁
を
そ
の
押

(

軸)

と
し
た
、
の
意)

を
ふ
ま
え
て
造
句
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
こ
の
序
文
で
は
神
話
の
類
も
ふ
く
め
、
天
子
に
ま
つ
わ
る
典
拠
が

お
お
く
つ
か
わ
れ
て
い
る
が
、
な
か
で
も
漢
武
帝
関
係
の
話
柄

(『

漢
武
故
事』

や

『

漢
武
内
伝』

な
ど)

が
め
だ
っ
て
い
る
。
さ

ら
に

｢

玉
樹｣

や

｢

珠
簾｣

の
語
が
典
型
だ
が
、
麗
語
つ
ま
り
美
麗
な
語
を
つ
か
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
玉
台
や
麗
人
を
あ
た
か
も
仙

界
や
仙
女
の
ご
と
く
え
が
こ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
豪
奢
な
雰
囲
気
を
だ
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

以
上
は
、〈

玉
台
の
大
厦
ぶ
り

↓

[

玉
台
の]

各
房
の
り
っ
ぱ
さ

↓

[

各
房
の]

調
度
の
豪
奢
さ〉

と
い
う
ふ
う
に
、
外

か
ら
内
へ
と
焦
点
が
し
ぼ
ら
れ
て
い
る
の
に
注
意
し
て
お
こ
う

(
こ
れ
を

『

朱』

は
映
画
カ
メ
ラ
の
手
法
と
注
す
る)

。
こ
れ
は
も

ち
ろ
ん
、
徐
陵
が
意
識
的
に
こ
う
叙
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
の

｢

其
中
有
麗
人
焉｣

句
か
ら
、
い
よ
い
よ
麗
人
に
焦
点
が
あ
わ
さ
れ
る
。｢

其
中｣

と
は
、
玉
台
の
各
房
の
こ
と
だ
ろ
う
。
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ま
ず

｢

五
陵｣

云
々
以
下
の
三
聯
は
、
麗
人
た
ち
の
出
自
を
の
べ
た
も
の
。｢

五
陵
豪
族｣

の

｢

五
陵｣

は
、
前
漢
五
帝
の
陵
墓
を

い
う
。
当
時
は
そ
の
地
に
有
力
者
を
移
住
さ
せ
た
の
で
、
お
の
ず
か
ら
五
陵
は

｢

貴
顕
が
す
ま
う
土
地｣

の
イ
メ
ー
ジ
が
ひ
ろ
が
っ

て
い
た
。
こ
れ
に
対
す
る

｢

四
姓｣

は
、
も
ち
ろ
ん
有
力
な
四
つ
の
名
家
を
い
う
。
し
た
が
っ
て

｢

五
陵
豪
族｣

｢

四
姓
良
家｣

は

と
も
に
、
権
貴
な
家
が
ら
を
さ
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た

｢

掖
庭｣
｢

永
巷｣

は
と
も
に
、
後
宮

(

こ
こ
で
は
玉
台)

の
な
か
の
官

署
や
建
物
の
名
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

｢

五
陵｣

四
句
の
意
味
は
、
麗
人
た
ち
は
い
ず
れ
も
権
貴
な
家
が
ら
の
生
ま
れ
で
あ
り
、
あ

る
者
は
え
ら
ば
れ
て
掖
庭
宮
に
す
み
、
あ
る
者
は
永
巷
宮
で
美
人
の
名
を
は
せ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

つ
づ
く

｢

潁
川｣

｢
新
市｣

｢

河
間｣

｢

観
津｣

は
、
諸
注
に
よ
る
と
、
い
ず
れ
も
美
女
が
お
お
く
う
ま
れ
た
土
地
だ
っ
た
よ
う
だ
。

『

箋
注』

以
来
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
の
出
身
者
と
し
て
、
東
晋
明
帝
の
�
皇
后
、
後
漢
光
武
帝
の
陰
皇
后
、
前
漢
武
帝
の
鉤
弋
夫
人
、

前
漢
文
帝
の
竇
皇
后
な
ど
の
名
が
あ
げ
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
女
性
を
想
定
し
て
つ
づ
っ
た
字
句
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

｢

嬌
娥｣

｢

巧
笑｣

は
、
そ
れ
ぞ
れ
直
前
に

｢
本も
と

よ
り
号
す
る｣

｢

曾か
つ

て
名
づ
く｣

と
あ
る
か
ら
、
麗
人
た
ち
は
玉
台
に
入
内
す
る
以
前
、
故
郷

で
そ
う
よ
ば
れ
、
そ
う
名
づ
け
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。｢

嬌
娥｣

は
こ
れ
以
前
に
用
例
が
み
つ
か
ら
な
い
が
、｢

巧
笑｣

の
ほ
う
は
魏
文
帝
の
と
き
の
女
性
、
段
巧
笑
を
暗
に
さ
す
と
い
う
見
か
た
も
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
字
句
は
い
ず
れ
も
、
美
女
の

多
産
地
や
名
前
の
代
表
例
と
し
て
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
特
定
の
女
性
や
典
拠
に
こ
じ
つ
け
て
理
解
し
な
い
ほ
う
が
よ
い
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。

な
お
、
以
上
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
い
う

｢

麗
人｣
は
ひ
と
り
で
な
く
、
複
数
の
女
性
を
さ
す
と
み
な
す
べ
き
だ
ろ
う
。

近
時
、
序
文
中
で

｢

玉
台
は
麗
人
が
編
し
た｣

と
か
か
れ
て
い
る
の
を

[

仮
構
と
み
な
さ
ず]

事
実
だ
と
し
、『

玉
台
新
詠』

の
編

者
は
徐
陵
で
な
く
、
陳
の
後
宮
中
の
一
女
性
だ
っ
た
と
す
る
見
か
た
が
あ
る
。
そ
の
関
係
で
、
こ
こ
の

｢

麗
人｣

を
単
数
だ
と
主
張

す
る
わ
け
だ
。
し
か
し
右
で
み
た
よ
う
に
、｢

麗
人｣

を
ひ
と
り
と
解
す
る
の
は
、
い
さ
さ
か
無
理
な
よ
う
に
お
も
わ
れ
、
や
は
り
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複
数
だ
と
み
な
す
べ
き
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
複
数
の
麗
人
た
ち
は
、｢

潁
川｣

等
の
権
貴
な
家
が
ら
に
う
ま
れ
、
そ
し
て
そ
の
美
貌
ぶ

り
を
周
辺
に
み
そ
め
ら
れ
た
結
果
、
こ
の
玉
台
へ
入
内
す
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
。
彼
女
ら
は
、
各
房
に
ひ
と
り
ず
つ

す
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
ら
、
ト
ー
タ
ル
す
る
と
相
当
数
の
麗
人
が
玉
台
に
居
住
し
て
い
る
と
想
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

つ
ぎ
の
聯
か
ら
は
、
麗
人
た
ち
の
美
し
さ
や
歌
舞
の
卓
越
さ
を
叙
し
て
ゆ
く
。
ま
ず

｢

楚
王｣

の
聯
で
は
、
細
腰
と
繊
手
を
と
り

あ
げ
る
。
梁
武
帝

｢

浄
業
賦｣

で
は
、
心
を
と
ろ
け
さ
す
女
性
美
の
例
と
し
て
、｢

美
目
と
清
陽
、
巧
笑
と
峨
眉
、
細�

腰�

と
繊�

手�

、

弱
骨
と
豊
肌｣
を
あ
げ
て
い
た
。
こ
の
賦
の
ご
と
く

｢

細
腰｣

と

｢

繊
手｣

は
当
時
、
美
人
を
代
表
す
る
資
質
だ
と
さ
れ
て
い
た
よ

う
だ
。｢

楚
王
宮
裏
、
無
不
推
其
細
腰｣

二
句
は
、
そ
の
う
ち
の
細
腰
を
叙
し
た
も
の
。『

韓
非
子』

二
柄
な
ど
に
み
え
る
、｢

楚
の

霊
王
が
細
腰
を
こ
の
ん
だ
の
で
、
楚
国
で
は
女
性
で
餓
え
る
者
が
お
お
く
な
っ
た｣

の
話
柄
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
す
る

｢

衛
国
佳
人
、
倶
言
訝
其
繊
手｣
二
句
は
、
麗
人
の
繊
手
を
ほ
め
た
も
の
。『

校
箋』

は
、『

詩
経』

衛�

風
碩
人
の

｢

手
は
柔
�
の
如

く
、
膚
は
凝
脂
の
如
し｣

を
出
典
だ
と
す
る
。
だ
が『

猪
口』

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
陸
機｢

擬
西
北
有
高
楼｣

の｢

佳
人
撫
琴
瑟
、

繊�

手�

清
且
閑｣

(

佳
人
は
琴
瑟
を
か
な
で
、
そ
の
繊
手
は
き
よ
ら
か
で
み
や
び
だ
、
の
意)

な
ど
、
六
朝
の
用
例
を
意
識
し
て
い
た

可
能
性
も
な
い
で
は
な
い
。
対
偶
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
す
る
と
、『

詩
経』

の
典
拠
は
お
も
す
ぎ
る
の
で
、
陸
機
の
用
例
の
ほ
う
が
よ

い
が
、
衛
国
と
の
関
連
が
な
く
な
る
の
が
欠
点
だ
。
両
者
を
意
識
し
て
い
た
と
か
ん
が
え
て
お
こ
う
。

つ
ぎ
の

｢

閲
詩｣

の
聯
は
、
麗
人
た
ち
の
ゆ
た
か
な
教
養
を
い
う
。｢

閲
詩
敦
礼｣

句
の
詩
や
礼
は
、『

詩
経』

や

『

礼
記』

な
ど

の
特
定
の
書
を
さ
す
の
で
な
く
、
詩
一
般
、
礼
一
般
の
知
識
を
有
す
る
こ
と
を
い
う
の
だ
ろ
う
。
当
時
の
女
性
と
し
て
は
、
き
わ
め

て
高
度
な
教
養
で
あ
る
。｢

豈
東
鄰
之
自
媒｣

句
は
、
諸
注
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
宋
玉

｢

登
徒
子
好
色
賦｣

や
司
馬
相
如

｢

美
人

賦｣

に
典
拠
を
も
つ
。
宋
玉
の
東
隣
に
す
む
美
女
は
、
玉
を
し
た
っ
て
牆
に
の
ぼ
っ
て
窃
視
す
る
こ
と
三
年
だ
が
、
玉
は
相
手
に
し

て
い
な
い
、
と
い
う
話
で
あ
る
。｢

自
媒｣

は
、
女
性
が
仲
人
を
介
さ
ず
、
自
分
で
配
偶
者
を
さ
が
す
こ
と
を
い
い
、
は
し
た
な
い
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行
為
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
東
隣
の
美
女
が
、
牆
に
の
ぼ
っ
て
窃
視
す
る
行
為
を
さ
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

｢

婉
約
風
流｣

句
は
、
振
る
舞
い
が
優
雅
な
こ
と
を
い
う
の
だ
ろ
う
。｢

異
西
施
之
被
教｣

句
の

｢

被
教｣

(

教
え
を
被
こ
う
む
る)

と
は
、

｢
顰ひ
そ

み
に
倣な
ら

う｣

で
有
名
な
美
女
、
西
施
の
故
事
を
ふ
ま
え
る
。『

呉
越
春
秋』

巻
九
に
よ
る
と
、
西
施
は
越
の
生
ま
れ
で
薪
売
り
の

娘
だ
っ
た
が
、
越
王
勾
践
の
陰
謀
に
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
育
を
ほ
ど
こ
さ
れ
た
う
え
で
、
呉
王
の
夫
差
の
も
と
に
お
く
ら
れ
た
。

す
る
と
夫
差
は
彼
女
に
お
ぼ
れ
て
政
治
を
わ
す
れ
、
つ
い
に
呉
を
ほ
ろ
ぼ
し
た
と
い
う
。
つ
ま
り
こ
こ
の｢

被
教｣

は
、
政
略
に
よ
っ

て
身
に
つ
け
た
優
雅
さ
を
い
う
。
玉
台
に
す
む
麗
人
た
ち
は
、
そ
う
し
た
は
し
た
な
い
東
隣
の
娘
や
政
略
が
ら
み
の
女
性
と
は
ち
が
っ

て
、
う
ま
れ
な
が
ら
の
、
そ
し
て
本
格
的
な
美
し
さ
を
有
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
こ
の
対
偶
、
内
容
的
に
は
平
凡
な

隔
句
の
正
対

せ
い
つ
い

だ
が
、｢

東
鄰
�
西
施｣

の
名
前
に
ひ
っ
か
け
た
方
向
の
対
比
が
な
か
な
か
巧
妙
で
あ
る
。

つ
づ
く
三
聯
は
、
麗
人
た
ち
の
歌
舞
の
才
腕
に
つ
い
て
い
う
。
い
ず
れ
も
故
事
を
ふ
ま
え
た
事じ

対つ
い

。｢

弟
兄｣

の
聯
は
、｢

協
律
を

弟
兄
と
し
、
生
小
よ
り
歌
を
学
ぶ
�
陽
阿
に
少
長
し
て
、
由
来
能
く
舞
う｣

の
隔
句
対
だ
と
解
し
た
。
前
後
は
す
べ
て
対
偶
な
の
で
、

こ
こ
も
お
そ
ら
く
対
偶
と
し
て
つ
づ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
上
二
句

｢

弟
兄
協
律
、
生
小
学
歌｣

は
音
楽
の
才
を
か
た
り
、
下
二
句

｢

少

長
陽
阿
、
由
来
能
舞｣

は
舞
踊
の
才
を
叙
し
た
も
の
。
前
者
は
、
漢
武
帝
に
寵
愛
さ
れ
た
李
夫
人
の
故
事
を
ふ
ま
え
る
。
彼
女
は
音

楽
の
才
ゆ
た
か
な
協
律
都
尉
だ
っ
た
兄
、
李
延
年
が
い
て
、
そ
の
お
か
げ
で
武
帝
の
お
側
に
侍
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
っ
た

(『

漢
書』

外
戚
伝
上)

。
い
っ
ぽ
う
後
者
は
、
漢
成
帝
に
愛
さ
れ
た
趙
飛
燕
の
故
事
に
依
拠
す
る
。
彼
女
は
陽
阿
公
主
の
家
で
歌
舞

を
ま
な
ん
だ
が
、
動
き
が
軽
快
だ
っ
た
の
で
飛
燕
と
名
の
っ
た
と
い
う

(『

漢
書』

外
戚
伝
下)

。｢

陽
阿｣

は
も
と

｢

河
陽｣

に
つ

く
っ
て
い
る
が
、
右
の
典
拠
か
ら
み
て
、
あ
き
ら
か
に

｢

陽
阿｣
の
ほ
う
が
よ
い
の
で
、
あ
ら
た
め
た
。
こ
の
四
句
で
は
、
李
夫
人

と
趙
飛
燕
、
そ
し
て
音
楽
と
舞
踊
を
対
比
さ
せ
て
い
る
の
に
注
意
し
よ
う
。

つ
づ
く
二
つ
の
聯
で
も
、
麗
人
の
音
楽
の
才
を
強
調
す
る
た
め
に
故
事
を
ひ
い
て
い
る
。
ま
ず

｢

琵
琶
新
曲
、
無
待
石
崇｣

二
句
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は
、
晋
の
石
崇

｢

王
明
君
詞
序｣

に
、｢

昔
公
主
嫁
烏
孫
、
令
琵�

琶�

馬
上
作
楽
、
以
慰
其
道
路
之
思
。
其
送
明
君
、
亦
必
爾
也
。
其

造
新�

曲�

、
多
哀
怨
之
声
。
故
叙
之
於
紙
云
爾｣

(

む
か
し
漢
武
帝
の
娘
が
烏
孫
に
と
つ
い
だ
と
き
、
琵
琶
を
馬
上
で
奏
せ
し
め
て
、

旅
途
で
の
お
も
い
を
な
ぐ
さ
め
た
。
王
明
君
が
匈
奴
に
い
く
と
き
も
、
た
ぶ
ん
お
な
じ
だ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
と
き
の
新
曲
は
哀
怨
の

調
べ
に
み
ち
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ
に
感
じ
た
想
い
を
紙
に
つ
づ
っ
て
み
た
、
の
意)

と
あ
る
の
に
も
と
づ
く
。
対
す
る

｢

箜
篌
雑

引
、
非
関
曹
植｣
二
句
は
、
魏
の
曹
植
に

｢

箜�

篌�

引�｣

と
い
う
作
が
あ
る
の
に
ひ
っ
か
け
た
も
の
。
こ
の
両
二
句
、
麗
人
た
ち
は
琵

琶
や
箜
篌
の
演
奏
や
曲
づ
く
り
が
得
意
な
の
で
、
石
崇
や
曹
植
な
ど
に
つ
く
っ
て
も
ら
わ
な
く
て
も
よ
い
、
と
い
い
た
い
の
だ
ろ
う
。

つ
ぎ
の

｢

伝
鼓
瑟
於
楊
家｣

句
は
、
漢
の
楊
�
の
妻
が
鼓
瑟
の
名
手
だ
っ
た
と
い
う
話
柄

(『

漢
書』

楊
�
伝)

を
ふ
ま
え
、
対
す

る

｢

得
吹
簫
於
秦
女｣

句
は
、
秦
穆
公
の
娘
の
弄
玉
が
吹
簫
を
得
意
と
し
て
い
た
と
い
う
故
事

(『

列
仙
伝』)

に
依
拠
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て

｢

楊
家｣

は
楊
�
の
家
を
さ
し
、｢

秦
女｣

は
穆
公
の
娘
の
弄
玉
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

第
二
段

麗
人
の
美
貌

至
若

寵
聞
長
楽
、
陳
后
知
而
不
平
、
至
如

東
鄰
巧
笑
、
来
侍
寝
於
更
衣
、

画
出
天
仙
、
閼
氏
覧
而
遥
�
。

西
子
微
顰
、
得
横
陳
於
甲
帳
。

陪
游
�
娑
、
騁
繊
腰
於
結
風
、

妝
鳴
�
之
薄
鬢
、

反
挿
金
鈿
、

南
都
石
黛
、
最
発
双
蛾
、

長
楽
鴛
鴦
、
奏
新
声
於
度
曲
。

照
墮
馬
之
垂
鬟
。

横
抽
宝
樹
。

北
地
燕
支
、
偏
開
両
靨
。

亦
有

嶺
上
仙
童
、
分
丸
魏
帝
、

金
星
将
�
女
争
華
、

驚
鸞
冶
袖
、
時
飄
韓
掾
之
香
、

腰
中
宝
鳳
、
授
暦
軒
轅
。

麝
月
与
蟐
蛾
競
爽
。

飛
燕
長
裾
、
宜
結
陳
王
之
佩
。
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雖
非
図
画
、
入
甘
泉
而
不
分
、
真
可
謂

傾
国
傾
城
、

言
異
神
仙
、
戯
陽
台
而
無
別
。

無
対
無
双
者
也
。

そ
の
麗
人
た
る
や
、
天
子
の
寵
愛
ぶ
り
が
長
楽
宮
に
き
こ
え
る
と
、
陳
后
は
胸
さ
わ
ぎ
を
お
ぼ
え
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た
肖

像
画
が
仙
女
よ
り
美
麗
に
え
が
か
れ
れ
ば
、
閼え

ん

氏し

も
遠
地
か
ら
嫉
妬
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
東
鄰
の
美
女
ほ
ど
笑
顔
が
か
わ

い
け
れ
ば
、
天
子
の
更
衣
室
に
は
べ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
し
、
西
施
の
ご
と
き
愁
い
顔
を
つ
く
れ
ば
、
豪
華
な
帳
中
の
寝
所
に

よ
こ
た
わ
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

彼
女
ら
は
、
�

そ
う

娑さ

宮
き
ゅ
う
の
宴
遊
に
お
と
も
し
て
は
、
結
風
の
曲
を
バ
ッ
ク
に
細
腰
を
く
ね
ら
せ
、
鴛え
ん

鴦お
う

殿で
ん

の
嘉
宴
に
の
ぞ
ん

で
は
、
作
曲
に
あ
わ
せ
て
新
声
を
奏
す
る
。[

頭
髪
の
ほ
う
は]

�
せ
ん

羽う

の
よ
う
な
鬢
髪
を
よ
そ
お
い
、
墮だ

馬ば

の
ご
と
き
垂す
い

鬟か
ん

を
か
が
や
か
し
、
ま
た
金き
ん

鈿で
ん

を
さ
か
さ
に
さ
し
、
宝ほ
う

笄け
い

は
横
か
ら
と
び
だ
し
て
い
る
。[

顔
面
の
ほ
う
は]

南
都
の
石
黛
が
、

蛾が

眉び

を
は
っ
き
り
う
き
あ
が
ら
せ
、
北
地
の
燕え
ん

脂じ

が
、
両
�
の
え
く
ぼ
を
き
わ
だ
た
せ
て
い
る
。

そ
の
舞
姿
は
、
魏
文
帝
に

[

身
が
か
る
く
な
る]

丸
薬
を
あ
た
え
た
と
い
う
嶺
上
の
仙
童
を
お
も
わ
せ
、
吹
奏
ぶ
り
は
、

黄
帝
に
暦
を
献
上
し
た
と
い
う
、
腰
に
笛
筒
を
さ
し
た
�

れ
い

綸り
ん

が
想
起
さ
れ
る
。
ま
た

[

歌
舞
を
な
す]

麗
人
の
金
星

(

妝
飾

具)

は
、
�ぶ

女じ
ょ

星せ
い

と
華
麗
さ
を
あ
ら
そ
う
か
の
よ
う
だ
し
、
麝じ
ゃ

月げ
つ(

妝
飾
具)

は
蟐
蛾(

月)

と
美
し
さ
を
き
そ
う
ほ
ど
だ
。

驚
鸞

(

お
ど
ろ
い
て
と
び
た
つ
鸞)

の
よ
う
に
ゆ
れ
る
華
麗
な
舞
装
束
の
袖
か
ら
、
と
き
に
韓
寿
の
香
が
た
だ
よ
い
だ
し
た

か
と
お
も
わ
れ
、
と
び
か
う
燕
の
よ
う
に
軽
快
に
う
ご
く
裳
裾
に
は
、
曹
植
の
玉
佩
を
む
す
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
麗
人
た
ち
、[

漢
武
帝
に
寵
愛
さ
れ
た
李
夫
人
の
よ
う
に]

肖
像
画
は
か
か
れ
て
な
い
が
、
甘
泉
宮
に
は
い
れ

ば
そ
の
画
と
み
ま
が
う
ほ
ど
美
麗
だ
し
、[

楚
の
王
と
ち
ぎ
っ
た]
仙
女
と
は
別
人
な
の
だ
が
、
陽
台
で
た
わ
む
れ
れ
ば
区

別
で
き
な
い
ほ
ど
う
つ
く
し
い
。
ま
こ
と
に
傾
国
傾
城
に
し
て
、
天
下
無
双
の
美
女
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
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こ
の
第
二
段
と
つ
ぎ
の
第
三
段
と
は
、
玉
台
の
麗
人
た
ち
の
才
色
兼
備
ぶ
り
を
叙
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
第
二
段
で
は
、｢

才

色｣

の
う
ち
か
ら
、
外
面
的
な

｢

色｣

の
ほ
う
を
叙
し
て
ゆ
く
。

冒
頭
の｢

至
若｣

は｢

寵
聞
長
楽｣

句
の
み
に
か
か
り
、｢

陳
后
知
而
不
平｣

句
が
主
節
と
し
て
そ
れ
を
う
け
る
。｢

至
若
…
Ａ
…
、

…
Ｂ
…｣

(
Ａ
の
若
き
に
至
り
て
は
、
Ｂ
な
り)

の
構
文
で
あ
る
。
対
す
る

｢

画
出｣

二
句
も
お
な
じ
構
造
で
、｢

画
出
天
仙｣

句
の

直
前
に

｢
至
若｣

が
あ
る
と
か
ん
が
え
、｢

閼
氏
覧
而
遥
�｣

句
が
主
節
と
し
て
そ
れ
を
う
け
る
と
か
ん
が
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ

ぎ
の

｢

至
如
東
鄰｣
四
句
も
、
そ
れ
に
お
な
じ
い
。
い
ず
れ
も
、
字
句
の
重
複
を
き
ら
う
美
文
特
有
の
助
字
省
略
が
な
さ
れ
て
い
る

の
で
、
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(

拙
著

『

六
朝
文
体
論』

第
六
章
を
参
照)

。

｢

寵
聞
長
楽
、
陳
后
知
而
不
平｣

二
句
は
、
第
一
段

｢

金
屋｣

の
語
で
暗
示
さ
れ
た
阿
嬌
、
つ
ま
り
漢
武
帝
の
皇
后
だ
っ
た
陳
后

の
話
柄
を
ふ
ま
え
る

(『

漢
書』
外
戚
伝)

。
少
年
の
武
帝
か
ら
、｢

も
し
阿
嬌
を
妻
に
し
た
ら
、
金
屋
を
つ
く
っ
て
そ
こ
に
す
ま
わ

せ
る｣

と
し
た
わ
れ
た
陳
后
。
だ
が
、
立
后
後
の
彼
女
は
驕
慢
な
う
え
、
子
が
う
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
ひ
ど
く
嫉
妬

ぶ
か
く
な
っ
た
。
と
く
に
、
武
帝
が
衛
子
夫

(
の
ち
の
衛
后)

を
寵
愛
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
怒
り
の
あ
ま
り
な
ん
ど
も
自
殺
し
よ

う
と
し
た
。
そ
し
て
、
け
っ
き
ょ
く
呪
術
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
が
発
覚
し
て
、
皇
后
の
地
位
を
廃
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

こ
は
、
そ
う
し
た

[

后
位
を
廃
さ
れ
る
ま
え
の]

陳
后
を
不
安
が
ら
せ
る
ほ
ど
、
麗
人
は
天
子
か
ら
寵
愛
さ
れ
る
と
い
う
意
味
だ
ろ

う
。こ

こ
の

｢

長
楽｣

は
、
長
楽
宮
と
い
う
宮
殿
の
名
だ
ろ
う
が
、
陳
后
は
皇
后
を
廃
さ
れ
た
あ
と
、
長
楽
宮
で
な
く
長
門
宮
に
隠
棲

し
た
。
す
る
と

｢

長
楽｣

よ
り

｢

長
門｣

の
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
く
、『
猪
口』

は

｢

長
楽｣

は

｢

長
門｣

の
誤
り
で
は
な
い
か
と
指

摘
す
る
。
だ
が
、
そ
う
す
る
と
こ
の
二
句
は
廃
后
後
の
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
し
、
ま
た
そ
も
そ
も
、
そ
れ
ほ
ど
厳
格
に
史
実
に
一

致
さ
せ
る
べ
き
か
ど
う
か
も
疑
問
で
あ
り
、
い
ま
は
字
を
あ
ら
た
め
な
い
。
な
お｢

玉
台
新
詠
序｣

に
は
、
こ
の
長
楽
宮
を
は
じ
め
、
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宮
殿
の
名
称
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
そ
れ
ら
の
宮
殿
は
前
漢
の
時
代
に
つ
く
ら
れ
、
命
名
さ
れ
た
も
の
が
お
お
い
。
こ
れ
は
お
そ

ら
く
作
者
の
徐
陵
が
、
盛
世
と
意
識
さ
れ
て
い
た
前
漢

(

と
く
に
漢
武
帝
こ
ろ)

の
宮
殿
名
を
意
図
的
に
使
用
し
て
、
豪
奢
な
雰
囲

気
を
か
も
し
だ
そ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
す
る
と

[

そ
も
そ
も
標
題
の
玉
台
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に]

、
徐
陵
当
時
じ
っ
さ
い
に
存

在
し
て
い
た
建
物
で
な
く
、
虚
構
の
名
称
だ
っ
た
可
能
性
が
た
か
い
。

つ
ぎ
の

｢
画
出
天
仙
、
閼
氏
覧
而
遥
�｣

二
句
は
、
麗
人
の
肖
像
画
が
仙
女

(｢

天
仙｣

は
仙
女
の
意)

よ
り
も
美
麗
に
え
が
か

れ
れ
ば
、
閼え

ん

氏し

も
遠
地
か
ら
麗
人
に
嫉
妬
す
る
こ
と
だ
ろ
う
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
二
句
は
、
い
っ
け
ん
気
づ
き
に
く
い
が
、

漢
の
高
祖
が
陳
平
の
詭
計
に
よ
っ
て
、
か
ろ
う
じ
て
匈
奴
の
包
囲
か
ら
の
が
れ
た
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る

｢

平
城
の
恥｣

の
話
柄
を
ふ

ま
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち

『
漢
書』

高
帝
紀
下
の
応
劭
注
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
漢
高
祖
は
平
城
の
地
で
匈

奴
の
冒
頓
単
于
に
包
囲
さ
れ
、
あ
わ
や
と
い
う
事
態
に
お
ち
い
っ
た
。
こ
こ
で
陳
平
は
詭
計
を
あ
み
だ
す
。
彼
は
、
画
家
に
漢
の
美

女
の
肖
像
画
を
え
が
か
せ
、
こ
っ
そ
り
冒
頓
の
閼
氏
、
つ
ま
り
妻
に
お
く
っ
た
。
そ
し
て

｢

漢
に
は
こ
ん
な
美
女
が
い
る
が
、
い
ま

高
祖
は
単
于
さ
ま
に
こ
の
美
女
を
お
く
っ
て
、
囲
み
を
と
い
て
も
ら
お
う
と
お
も
っ
て
い
る｣

と
い
わ
せ
た
。
す
る
と
閼
氏
は
、
そ

ん
な
美
人
を
お
く
ら
れ
た
ら
、
冒
頓
の

[

自
分
へ
の]

寵
が
お
と
ろ
え
る
と
危
惧
し
、
冒
頓
に
む
か
っ
て

｢

漢
の
天
子
に
は
神
霊
が

つ
い
て
い
る
。
漢
の
土
地
を
う
ば
っ
て
も
保
有
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う｣

と
う
っ
た
え
た
。
そ
こ
で
冒
頓
は
囲
み
を
と
い
た
の
で
、

高
祖
は
脱
出
す
る
こ
と
が
で
き
た

と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
話
、
小
説
ふ
う
な
内
容
で
真
偽
も
あ
や
し
い
の
だ
が
、
こ
れ
に

よ
っ
て｢

閼
氏
が
嫉
妬
す
る
ほ
ど
、
麗
人
は
う
つ
く
し
い｣

の
意
を
も
た
せ
ら
れ
る
の
で
、
徐
陵
は
あ
え
て
こ
の
話
柄
を
典
拠
に
も
っ

て
き
た
の
だ
ろ
う
。

つ
ぎ
の

｢

東
鄰
巧
笑｣

句
は
、
第
一
段
に
も
登
場
し
た

｢

東
鄰｣

と

｢
巧
笑｣

を
ふ
た
た
び
使
用
し
て
い
る
。｢

来
侍
寝
於
更
衣｣

句
の

｢

侍�

寝｣

は
、『

校
箋』

で
は

｢

待�

寝｣

と
す
る
が
、
た
ん
な
る
誤
植
と
み
な
し
て

｢

侍
寝｣

に
あ
ら
た
め
た
。
こ
の

｢

侍
寝｣
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の
語
は
、｢

女
性
が
貴
人
に
共
寝
す
る｣

と
い
う
つ
や
っ
ぽ
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
つ
。｢

更
衣｣

は
も
ち
ろ
ん
衣
服
を
か
え
る
の
意
だ

が
、
こ
こ
で
は
漢
武
帝
が
衛
子
夫
を
は
じ
め
た
寵
し
た
と
き
の
、｢

武
帝
起
更�

衣�

、
子
夫
侍
尚
衣
、
軒
中
得
幸｣

(

武
帝
は
た
ち
あ
が
っ

て
衣
服
を
か
え
た
。
衛
子
夫
は
衣
服
を
管
理
し
て
い
た
が
、
洗
面
所
で
寵
愛
を
う
け
た
の
で
あ
る
、
の
意)

の
話
柄
が
揺
曳
し
て
い

よ
う

(『
史
記』

外
戚
世
家)

。

つ
づ
く

｢
西
子
微
顰｣

句
は
、
や
は
り
第
一
段
で
で
た

｢

西
施｣

の
話
柄
を
ふ
ま
え
る
。
こ
こ
は
、
例
の

｢

顰ひ
そ

み
に
倣な
ら

う｣
(『

荘

子』

天
運)

の
話
柄
で
あ
る
。｢

得
横
陳
於
甲
帳｣

句
の

｢

横
陳｣

の
語
は
、『

箋
注』

が
司
馬
相
如

｢

好
色
賦｣

の

｢

花
容
自
献
、

玉
体
横�

陳�｣

を
出
典
と
し
て
提
示
し
た
以
降
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
た
注
釈
が
お
お
い
。
だ
が
、
そ
も
そ
も
司
馬
相
如
に

｢

好
色
賦｣

と
い
う
作
は
な
く
、
と
う
ぜ
ん

｢

花
容
自
献
、
玉
体
横
陳｣

の
句
も
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
も
し

｢

横
陳｣

の
用
例
を
し
め
す

の
な
ら
、
宋
玉

｢

諷
賦｣

の

｢
内
�
�
兮
徂
玉
牀
、
横�

自
陳�

兮
君
之
旁｣

(

内
�
�
兮
徂
玉
牀
、
横
自
陳
兮
君
之
旁｣

(

内
心
び
く
び

く
し
て
寝
所
に
ゆ
き
、
主
君
の
お
そ
ば
に
横
た
わ
る
、
の
意)

あ
た
り
を
あ
げ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
ま
た

｢

甲
帳｣

は
、
や
は
り
漢
武

帝
と
関
係
し
た
語
で
あ
り
、
武
帝
が
つ
く
っ
た
豪
奢
な
と
ば
り
の
こ
と
を
い
う

(『

漢
武
故
事』)

。
以
上
の

｢

寵
聞｣

四
句
と

｢

東

鄰｣

四
句
の
二
聯
は
、
美
女
や
漢
武
帝
の
話
柄
を
点
綴
し
な
が
ら
、
艶
麗
な
雰
囲
気
を
だ
し
て
い
る
の
に
注
意
し
よ
う
。

つ
づ
く

｢

陪
游
�
娑｣

の
聯
か
ら
は
、
お
な
じ
外
面
の

｢

色｣

の
描
写
で
も
、
動
き
の
あ
る
舞
姿
を
え
が
い
て
い
る
。
お
そ
ら
く

麗
人
た
ち
が
宮
中
の
宴
席
に
は
べ
り
、
雲
上
人
の
ま
え
で
歌
舞
を
披
露
し
て
い
る
場
面
な
の
だ
ろ
う
。
一
聯
目
の

｢

�
娑｣

と

｢

鴛

鴦｣

は
、
や
は
り
漢
代
の
宮
殿
で
あ
る
。
三
句
目
の

｢

長
楽｣
は
第
一
段
で
は
宮
殿
名
と
し
て
で
て
き
た
が
、
こ
こ
は

｢

陪
游｣

と

対
す
る
の
で
、
も
ち
ろ
ん
動
詞
と
し
て
の
用
法
。
二
句
目

｢

騁
繊
腰
於
結
風｣

は
舞
い
の
よ
う
す

(

軽
快
な
舞
い
の
描
写
が
、
な
ん

と
な
く
趙
飛
燕
を
連
想
さ
せ
る)

、
四
句
目

｢

奏
新
声
於
度
曲｣

は
歌
唱
の
よ
う
す
を
、
そ
れ
ぞ
れ
叙
し
た
も
の
で
あ
り
、
視
覚

(

と
く
に

｢

騁
繊
腰｣)

と
聴
覚

(

と
く
に

｢

奏
新
声｣)

と
を
対
比
さ
せ
た
卓
抜
な
対
偶
だ
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
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つ
ぎ
の
三
つ
の
聯
で
は
、｢

妝
鳴
�｣

二
句
で
舞
い
を
な
す
麗
人
の
頭
髪
を
説
明
し
、｢

反
挿｣

二
句
で
頭
に
さ
し
た
か
ん
ざ
し
を

叙
し
、｢

南
都｣

四
句
で
麗
人
の
眉
と
え
く
ぼ
を
か
た
っ
て
い
る
。
第
一
段
の

｢

夫
�
雲
概
日｣

云
々
で
も
そ
う
だ
っ
た
が
、
こ
こ

で
も

｢
頭
髪

↓

[

頭
髪
の
な
か
の]

か
ん
ざ
し

↓

[

顔
の]

眉
・
え
く
ぼ｣

と
い
う
ふ
う
に
、
麗
人
の
微
細
な
箇
所
へ
と
焦

点
を
し
ぼ
り
こ
ん
で
い
る
。
た
く
み
な
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
技
法
だ
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

ま
ず

｢
鳴
�
之
薄
鬢｣

は
、『

古
今
注』

雑
注
に

｢

縹
緲
と
し
て
�
の
翼
の
如
し｣

と
あ
る
よ
う
な
、
当
時
流
行
の
ヘ
ア
ー
ス
タ

イ
ル
を
い
い
、｢
墮
馬
之
垂
鬟｣

も
墮
馬
髻
と
い
う
髪
形
の
こ
と
を
い
う
の
だ
ろ
う
。
お
な
じ
く

｢

金
鈿｣

と

｢

宝
樹｣

は
、
り
っ

ぱ
な
か
ん
ざ
し
や
髪
飾
り
の
意
、
ま
た

｢

南
都
石
黛｣

は
南
方
の
貴
重
な
眉
墨
、｢

北
地
燕
支｣

は
北
方
の
紅
粉
を
と
る
草
の
意
で

あ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
注
釈
等
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
麗
人
の
装
身
具
を
あ
ら
わ
す
語
は
、
時
空
を
へ
だ
て
た
現
代
の
我
わ
れ

に
は
あ
ま
り
ピ
ン
と
こ
な
い
が
、
徐
陵
ら
に
と
っ
て
は
、
艶
詩
を
つ
く
る
さ
い
の
必
須
の
知
識
で
あ
り
、
ま
た
常
用
の
語
彙
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
。

い
っ
ぽ
う
、
こ
の

｢

陪
游｣

以
下
の
四
聯
に
お
け
る
対
偶
の
く
ふ
う
に
着
目
し
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
の
名
詞
の
対
応
、
た
と
え
ば

｢

鳴
�
�
堕
馬｣

｢

金
鈿
�
宝
樹｣

｢

南
都
石
黛
�
北
地
燕
支｣

｢

双
蛾
�
両
靨｣

な
ど
は
、
い
わ
ば
華
麗
な
女
性
語
を
対
比
さ
せ
た
も

の
で
あ
る
。
た
だ
対
偶
と
し
て
み
れ
ば
、
む
し
ろ
平
凡
な
対
比
だ
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
、
こ
う
し
た
名
詞
の
あ
い
ま

に
挿
入
さ
れ
た
、｢

騁は

せ
る
�
奏
す｣

｢

妝
よ
そ
お
う
�
照
ら
す｣

｢
反か
え

し
て
挿
す
�
横
ざ
ま
に
抽ぬ

く｣
｢

最
も
発ひ
ら

く
�
偏ひ
と

え
に
開
く｣

等
の
動

詞
の
対
応
は
、
じ
つ
に
巧
緻
な
表
現
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
れ
ら
の
動
詞
で
微
妙
な
動
き
を
く
わ
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
舞
い
を
ま

う
麗
人
た
ち
の
あ
で
や
か
な
色
香
が
、
そ
こ
は
か
と
な
く
た
だ
よ
っ
て
く
る
か
の
よ
う
だ
。

麗
人
た
ち
が
歌
舞
を
披
露
す
る
場
面
は
、
な
お
つ
づ
く
。
つ
ぎ
の

｢
嶺
上
仙
童
、
分
丸
魏
帝｣

二
句
は
、
魏
文
帝

｢

遊
仙
詩｣

の

｢

西
山
一
何
高
、
高
高
殊
無
極
。
上
有
両
仙�

童�

、
不
飲
亦
不
食
。
与
我
一
丸�

薬
、
光
曜
有
五
色
。
服
薬
四
五
日
、
胸
臆
生
羽
翼｣

(

西
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山
の
た
か
き
こ
と
、
そ
び
え
た
っ
て
極
ま
り
な
い
か
の
よ
う
。
山
頂
に
二
仙
童
が
い
て
、
彼
ら
は
飲
食
し
な
い
。
私
に
一
丸
薬
を
く

れ
た
が
、
五
色
に
ひ
か
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
の
ん
で
四
五
日
す
る
と
、
胸
に
羽
翼
が
生
じ
て
き
た
、
の
意)

を
ふ
ま
え
る
。
こ
こ
で

は
麗
人
が
仙
童
の
よ
う
に
、
身
が
る
に
お
ど
る
こ
と
を
い
う
の
だ
ろ
う
。

い
っ
ぽ
う
、｢

腰
中
宝
鳳
、
授
暦
軒
轅｣

二
句
は
、
典
拠
と
す
べ
き
文
献
に
諸
説
が
あ
り
、『

漢
書』

律
暦
志
上
、『

史
記』

五
帝

本
紀
、『

左
氏
伝』

昭
公
十
七
年
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
対
す
る

｢

嶺
上｣

云
々
が
麗
人
の
舞
い
を
叙
す
る

の
で
、
こ
こ
は
音
楽
の
話
題
が
ふ
さ
わ
し
い
。
す
る
と

『

漢
書』

律
暦
志
上
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
話
が
、
典
拠
と
し
て
有
力
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
軒
轅
こ
と
黄
帝
が
�

れ
い

綸り
ん

な
る
人
物
に
、
十
二
律

(

音
楽
の
十
二
の
調
子)

を
つ
く
る
よ
う
命
じ
た
。
�
綸
は
解
谷
の
竹
を

と
っ
て
、
十
二
の
竹
管
を
つ
く
っ
た
。
さ
ら
に
鳳
の
鳴
き
声
を
じ
っ
く
り
き
い
て
、
そ
れ
を
規
準
に
し
て
十
二
律
を
さ
だ
め
た

と
い
う
話
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
話
柄
は
、
十
二
律
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
本
文
の

｢

暦
を
授さ
ず

く｣

と
齟
齬
し
て
し
ま
う
。
し
か
し

『

猪
口』

も
い
う
よ
う
に
、
�
綸
が
つ
く
っ
た
十
二
律
は
、
後
代
そ
れ
ぞ
れ
十
二
の
月
に
配
し
て
月
の
名
称

(

黄
鐘
、
太
簇
、
姑
洗

な
ど)

と
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
律
と
暦
と
は
通
じ
る
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
な
く
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
い
さ
さ
か
敷
衍
し
て
典

拠
を
理
解
す
れ
ば
、｢

腰
中
宝
鳳｣

句
は
鳳
の
形
を
し
た
笛
を
腰
に
さ
し
た
�
綸
の
こ
と
を
い
い
、｢

授
暦
軒
轅｣

句
は

｢

�
綸
が
黄

帝
に
暦

(

律)

を
献
上
し
た｣

の
意
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
疑
問
が
な
い
で
は
な
い
が
、
い
ち
お
う
こ
う
理
解
し
て
、｢

腰

中｣

二
句
は
、
麗
人
が
�
綸
の
よ
う
に
笛
を
た
く
み
に
吹
奏
す
る
、
の
意
と
し
て
お
こ
う
。

つ
づ
く

｢

金
星
将
�
女
争
華
、
麝
月
与
蟐
蛾
競
爽｣

の
聯
も
、
な
か
な
か
難
解
で
あ
る
。｢

金
星｣

｢

�ぶ

女じ
ょ｣

(

星
座
の
名
。
二
十

八
宿
の
ひ
と
つ)

｢

麝じ
ゃ

月げ
つ｣

(

月
の
麗
語)

｢

蟐
蛾｣

(

伝
説
上
の
女
性
。
夫
の
�
げ
い

か
ら
不
死
の
薬
を
ぬ
す
ん
で
の
み
、
月
に
に
げ
た
と

い
う
。
こ
こ
で
は
月
の
意
だ
ろ
う)

な
ど
の
語
が
で
て
く
る
の
で
、
一
見
す
る
と
、
麗
人
を
星
辰
に
比
喩
し
た
表
現
か
と
お
も
わ
れ
る
。

だ
が
諸
注
に
よ
る
と
、
そ
う
で
は
な
く
、
ど
う
や
ら

[

麗
人
の]

妝
飾
具
の
美
し
さ
を
星
辰
の
語
を
つ
か
っ
て
表
現
し
た
も
の
ら
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し
い
。
た
と
え
ば

『

挙
要』

は
、｢

金
星
と
麝
月
は
、
と
も
に
女
性
の
妝
飾
具
の
名
称
だ
ろ
う
。
た
だ

[

表
現
の
う
え
で]

星
に
言

及
し
た
の
で
�
女
と
い
う
語
を
つ
か
い
、
月
に
言
及
し
た
の
で
蟐
蛾
と
つ
づ
っ
た
の
で
あ
る｣

と
説
明
す
る
。
す
る
と

｢

金
星｣

｢
麝
月｣

は
妝
飾
具
で
、
顔
面
に
貼
付
し
た
か
ざ
り
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
よ
う
だ
。
い
っ
ぽ
う

『

猪
口』

『

石
川』

は
、｢

麝
月｣

を
三
日
月
の
形
を
し
た
眉
と
解
し
て
い
る
。
そ
の
解
で
も
通
じ
る
が
、
妝
飾
具

(

金
星)

と
眉

(

麝
月)

の
対
比
は
す
こ
し
具
合
が

わ
る
い
の
で
、
こ
こ
で
は
妝
飾
具
ど
う
し
の
対
応
と
み
な
す
。
す
る
と
こ
の
二
句
は
、
麗
人
の
装
身
具

(

金
星
と
麝
月)

が
�
女
星

や
蟐
蛾

(

月)
と
華
麗
さ
を
あ
ら
そ
う
、
と
い
う
意
味
に
な
ろ
う
。
こ
の
二
句
、
麗
人
の
妝
飾
具
と
星
辰
に
関
す
る
用
語
を
交
錯
さ

せ
て
お
り
、
結
果
的
に
華
麗
な
雰
囲
気
を
も
っ
た
対
偶
に
な
っ
て
い
る
の
に
注
意
し
た
い
。
な
お

｢

競
爽｣

は
、
美
点
を
き
そ
う
の

意
。
梁
の
任
�｢

王
文
憲
集
序｣

に

｢

荀
摯
競�

爽�

於
晋
世｣

(

荀
�
と
摯
虞
は
晋
の
世
で
議
論
の
た
だ
し
さ
を
き
そ
っ
た
、
の
意)

と
い
う
用
例
が
あ
る
。

｢

驚
鸞｣

云
々
の
隔
句
対
は
、
麗
人
の
舞
い
の
よ
う
す
を
叙
し
た
も
の
だ
ろ
う
。｢

驚
鸞
冶
袖｣

句
を
ひ
き
の
ば
し
て
説
明
す
れ
ば
、

｢

驚
き
と
び
た
つ
鸞
の
ご
と
く
ゆ
れ
う
ご
く

[
麗
人
の]

妖
冶
な
舞
衣
裳
の
袖｣

と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。｢

驚
鸞｣

は
お
ど
ろ
き
と
び

た
つ
鸞
の
意
だ
が
、
こ
こ
で
は

｢

女
子
の
体
態
の
軽
盈
に
し
て
愛
す
べ
し｣

(『

駢
文
選』

に
よ
る)

を
叙
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
晋
の

索
靖

｢

草
書
状｣

に
、｢

蓋
草
書
之
為
状
也
、
婉
若
銀
鉤
、
漂
若
驚�

鸞�｣
(

お
も
う
に
草
書
の
か
た
ち
は
、
銀
の
鉤か
ぎ

の
よ
う
に
し
な
や

か
で
、
お
ど
ろ
き
と
び
た
つ
鸞
の
よ
う
に
あ
が
る
、
の
意)
と
い
う
用
例
が
あ
る
。
ま
た

｢

冶
袖｣

は
、
陳
の
張
正
見

｢

怨
詩｣

に

｢

舞
衫
飄
冶�

袖�

、
歌
扇
掩
団
紗｣

(

舞
衫
は
冶
袖
を
ひ
る
が
え
し
、
歌
扇
は
団
紗
を
お
お
い
か
く
す
、
の
意)

と
い
う
用
例
が
み
え
る
。

妖
冶
な
袖
の
意
味
だ
が
、
要
す
る
に
華
麗
な
舞
装
束
の
、
そ
の
袖
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

い
っ
ぽ
う

｢

時
飄
韓
掾
之
香｣

句
の
ほ
う
は
、『

世
説
新
語』

惑
溺
に
あ
る
話
を
ふ
ま
え
る
。｢

韓
掾｣

は
西
晋
の
韓
寿
の
こ
と

(｢

掾｣

は
官
名)

。
彼
は
容
姿
が
う
つ
く
し
く
、
賈
充
は
自
分
の
属
官
と
し
た
。
賈
充
の
娘
が
こ
の
韓
寿
を
気
に
い
り
、
二
人
は
こ
っ
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そ
り
通
じ
あ
っ
た
。
あ
る
日
の
こ
と
賈
充
は
、
韓
寿
の
身
か
ら
香
気
が
た
だ
よ
う
の
に
気
づ
い
た
。
そ
の
香
気
は
、
自
分
が
晋
武
帝

か
ら
た
ま
わ
っ
た
も
の
で
、
他
人
が
も
つ
は
ず
が
な
い
も
の
だ
っ
た
。
そ
こ
で
賈
充
は
、
韓
寿
が
自
分
の
娘
と
密
通
し
て
い
る
の
に

気
づ
き
、
こ
っ
そ
り
二
人
を
結
婚
さ
せ
た

と
い
う
話
で
あ
る
。
以
上
の
二
句
で
、
舞
い
を
ま
う
麗
人
の
衣
服
か
ら
、
香
り
が

た
だ
よ
う
と
い
う
意
を
あ
ら
わ
す
の
だ
ろ
う
。

｢

飛
燕｣
二
句
も
、
か
ろ
や
か
な
舞
い
の
よ
う
す
を
叙
し
た
も
の
。｢

飛
燕
長
裾｣

句
は
、｢

と
び
か
う
燕
の
よ
う
に
軽
快
に
う
ご

き
ま
わ
る
、
麗
人
の
な
が
い
裳も

裾す
そ｣

だ
ろ
う
。｢

飛
燕｣

の
語
に
は
、
あ
の
趙
飛
燕
の
舞
い
す
が
た
が
、
と
お
く
揺
曳
し
て
い
る
。

ま
た

｢

宜
結
陳
王
之
佩｣
句
は
、
曹
植

｢

洛
神
賦｣

の

｢

願
誠
素
之
先
達
兮
、
解
玉
佩�

以
要
之｣

(

私
の
情
熱
を
し
っ
て
も
ら
お
う

と
、
玉
の
お
び
ひ
も
を
ほ
ど
い
て
洛
神
を
ま
ち
う
け
た
、
の
意)

を
ふ
ま
え
て
い
る
。
こ
の
二
句
は
、
麗
人
た
ち
が
軽
快
に
ま
い
お

ど
っ
て
い
る
姿
を
、
巧
緻
か
つ
艶
麗
に
え
が
い
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
解
し
て
き
た
が
、
右
の

｢

妝
鳴
�｣

以
下
の
部
分
で
、『

朱』

が
ユ
ニ
ー
ク
な
別
解
を
提
起
し
て
い
る
の

で
、
紹
介
し
て
お
こ
う
。『

朱』

に
よ
れ
ば
、｢
妝
鳴
�
之
薄
鬢
…
…
偏
開
両
靨｣

は
魅
力
的
な
麗
人
を
え
が
き
、
た
め
に
麗
人
が
男

性
に
し
た
わ
れ
る
と
い
う
内
容
な
の
で
、
正
常
な
恋
慕
を
叙
し
た
も
の
と
し
て
よ
い
。
し
か
し

｢

亦
有
嶺
上
仙
童
…
…
宜
結
陳
王
之

佩｣

は
、
不
正
常
な
恋
慕
を
え
が
い
た
も
の
だ

と
い
う
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
第
一
に

｢

金
星
将
�
女
争
華
�
麝
月
与
蟐
蛾
競
爽｣

に
お
い
て
、｢

金
星｣

と

｢

麝
月｣

は
と
も
に
�
童
を

さ
し
、
そ
れ
が
真
正
の
女
性
で
あ
る

｢

�
女｣

｢

蟐
蛾｣

と
美
し
さ
を
き
そ
っ
て
い
る
、
と
い
う
意
で
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
。
つ
ま

り
男
性
で
あ
る
�
童
が
登
場
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
聯
は

｢

同
性
間
不
正
常
的
性
関
係｣

を
叙
し
た
も
の
だ
、
と
主
張
す
る
の
で
あ

る
。
第
二
に

｢

時
飄
韓
掾
之
香
�
宜
結
陳
王
之
佩｣

に
つ
い
て
も
、
典
拠
を
よ
く
よ
ん
で
み
る
と
、
韓
寿
と
賈
充
の
娘
、
お
よ
び
曹

植
と
洛
神

(

じ
つ
は
兄
の
曹
丕
の
妻
で
あ
る
�
后)

の
関
係
は
、
両
者
と
も

｢
私
通｣

と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
つ
ま
り

｢

異
性

159



間
不
正
常
的
性
関
係｣

で
あ
る
と
い
う
。
そ
う
い
う
わ
け
な
の
で
、｢

亦
有
嶺
上
仙
童｣

句
以
後
は
、
す
べ
て

｢

不
正
常
的
性
関
係｣

を
叙
し
た
も
の
だ
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の

『

朱』

の
解
釈
は
、｢

な
る
ほ
ど
、
そ
う
し
た
解
釈
も
あ
る
の
か｣

と
感
心
さ
せ
ら

れ
た
が
、
や
や
う
が
ち
す
ぎ
た
見
か
た
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
、
私
は
と
ら
な
い
。

歌
舞
の
描
写
が
お
わ
っ
た

｢

雖
非｣

以
下
の
六
句
は
、
麗
人
た
ち
の

｢

色｣

叙
述
の
ま
と
め
に
相
当
し
よ
う
。｢

雖
非
図
画
、
入

甘
泉
而
不
分｣
二
句
は
、『

漢
書』

外
戚
伝
上
の

｢

李
夫
人
少
而
蚤
卒
、
上
憐
閔
焉
、
図�

画�

其�

形�

於�

甘�

泉�

宮�｣
(

李
夫
人
が
わ
か
く
し

て
逝
去
す
る
や
、
漢
武
帝
は
あ
わ
れ
み
、
肖
像
画
を
甘
泉
宮
の
な
か
に
え
が
か
せ
た
、
の
意)

を
ふ
ま
え
る
。
麗
人
は
、
李
夫
人
の

よ
う
に
肖
像
画
は
か
か
れ
て
な
い
が
、
も
し
甘
泉
宮
に
は
い
っ
て
も
李
夫
人

[

の
肖
像
画]

と
遜
色
は
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。｢

言
異
神
仙
、
戯
陽
台
而
無
別｣

二
句
は
、
宋
玉

｢

高
唐
賦｣

の
故
事
に
依
拠
し
た
も
の
。
そ
れ
は
、
高
唐
で
の
楚
王
の

昼
寝
の
夢
に
、
神
女
が
あ
ら
わ
れ
て
王
と
契
り
を
む
す
び
、
か
え
り
ぎ
わ
に｢

私
は
朝
は
朝
雲
、
暮
れ
は
行
雨
と
な
り
、
朝
々
暮
々
、

陽
台
の
し
た
に
お
り
ま
す｣

と
つ
げ
た
、
と
い
う
話
で
あ
る
。
す
る
と
こ
の
二
句
は
、
麗
人
は
高
唐
の
神
女
で
は
な
い
が
、
も
し
陽

台
で
あ
そ
ん
だ
と
し
て
も
神
女
の
美
し
さ
と
甲
乙
な
い
だ
ろ
う
、
の
意
と
な
る
。
こ
の
四
句
、
李
夫
人
と
神
女

(

徐
陵
は

｢

神
仙｣

と
し
、
仙
女
と
し
て
い
る)

と
を
対
応
さ
せ
た
正
対
で
あ
り
、
ま
た
典
故
を
ふ
ま
え
た
事
対
で
も
あ
る
。

つ
づ
く

｢

傾
国
傾
城｣

は
、
李
延
年
が
妹

(

の
ち
の
李
夫
人)

を
漢
武
帝
に
う
り
こ
ん
だ
歌
、｢

北
方
に
佳
人
有
り
、
絶
世
に
し

て
独
立
す
。
一
顧
す
れ
ば
人
の
城
を
傾
け
、
再
顧
す
れ
ば
人
の
国
を
傾
く｣

(『

漢
書』

外
戚
伝)

を
ふ
ま
え
る
。
す
る
と
諸
注
は
指

摘
し
な
い
が
、
下
句

｢

無
対
無
双
者
也｣

に
も
、
こ
れ
と
つ
り
あ
う
よ
う
な
典
拠
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
句
が
李
夫
人
の
故
事

だ
と
す
れ
ば
、
下
句
は
神
女
の
可
能
性
が
た
か
い
。
そ
う
か
ん
が
え
る
と
、
た
と
え
ば
宋
玉｢

神
女
賦｣

の｢

夫
何
神
女
之
�
麗
兮
、

含
陰
陽
之
渥
飾
。
被
華
藻
之
可
好
兮
、
若
翡
翠
之
奮
翼
。
其
象
無�

双�

、
其
美
無�

極�｣
(

神
女
の
美
し
さ
た
る
や
、
陰
陽
の
恵
み
を
ふ

く
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
華
麗
な
衣
裳
を
身
に
ま
と
っ
て
、
翡
翠
が
翼
を
ふ
る
う
か
の
よ
う
だ
。
そ
の
姿
は
な
ら
ぶ
者
な
く
、
そ
の
美

160



し
さ
は
極
ま
り
な
い
、
の
意)

な
ど
が
、
有
力
な
候
補
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

第
三
段

麗
人
の
才
華

加
以

天
時
開
朗
、

妙
解
文
章
、

琉
璃
硯
匣
、
終
日
隨
身
、

逸
思
雕
華
。

尤
工
詩
賦
。

翡
翠
筆
牀
、
無
時
離
手
。

清
文
満
篋
、
非
惟
芍
薬
之
花
、

九
日
登
高
、
時
有
縁
情
之
作
、

其
佳
麗
也
如
彼
、

新
製
連
篇
、
寧
止
蒲
萄
之
樹
。

万
年
公
主
、
非
無
累
徳
之
辞
。

其
才
情
也
如
此
。

く
わ
え
る
に
、
天
稟
す
ぐ
れ
、
才
能
も
ゆ
た
か
な
の
で
、
文
学
を
き
ち
ん
と
解
し
、
詩
賦
の
創
作
も
た
く
み
だ
。
瑠る

璃り

の

硯
箱
は
い
つ
も
身
辺
に
お
き
、
翡ひ

翠す
い

の
筆
お
き
も
手
か
ら
は
な
さ
な
い
。[

彼
女
ら
が
つ
づ
っ
た]

清
冽
な
諸
作
が
箱
に
み

ち
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
芍

し
ゃ
く

薬や
く

の
花
を
詠
じ
た

[

詠
物
ふ
う
の]

篇
ば
か
り
で
な
い
し
、
新
作
の
詩
歌
が
何
篇
も
存
す
る

が
、
そ
れ
ら
は
葡
萄
の
樹
を
叙
し
た
作
だ
け
で
は
な
い
。
重
陽
の
節
句
に
登
高
し
て
は
、[

陸
機
の
よ
う
に]

感
情
を
叙
し

た
詩
を
つ
く
る
こ
と
も
あ
る
し
、
万
年
公
主
の
ご
と
き
貴
人
の
逝
去
に
あ
た
っ
て
は
、[

左
芬
の
よ
う
に]

婦
徳
を
つ
ら
ね

た
誄
も
か
け
な
く
は
な
い
の
で
あ
る
。

麗
人
た
ち
の
容
姿
の
す
ば
ら
し
さ
は
さ
き
に
叙
し
た
よ
う
で
あ
り
、
才
情
の
豊
か
さ
も
い
ま
の
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

こ
の
第
三
段
は
、
麗
人
が
兼
備
し
た

｢

才
色｣

の
う
ち
か
ら
、
内
面
的
な

｢

才｣

に
つ
い
て
叙
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず

｢

天
時
開
朗｣

句
は
下
句
と
の
対
応
か
ら
か
ん
が
え
て
、
麗
人
の
才
能
を
か
た
っ
た
内
容
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
る
と

｢

天
時｣

は
天
命
の
意
で
、
こ
こ
で
は
天
が
賦
与
し
た
才
能
の
意
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る
。
ま
た

｢

開
朗｣

は
聡
明
の
ニ
ュ
ア
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ン
ス
だ
ろ
う
。
あ
わ
せ
て

｢

天
稟
が
す
ぐ
れ
る｣

と
解
し
た
。

こ
れ
に
対
す
る
の
が

｢

逸
思
雕
華｣

句
で
あ
る
。｢

逸
思｣

は
、
す
ぐ
れ
た
思
慮
の
意
だ
ろ
う
が
、
前
後
か
ら
み
る
と
、
文
学
方

面
の
そ
れ
の
意
で
使
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
ま
た

｢

雕
華｣

は
、
た
と
え
ば
宋
の
明
帝
の

｢

崇
倹
約
詔｣

に
、｢

雕�

華�

靡
麗
、
奇

器
異
技
、
並
厳
加
裁
断
、
務
帰
要
実｣

(

ぜ
い
た
く
で
華
麗
す
ぎ
る
も
の
、
め
ず
ら
し
い
器
物
や
特
殊
な
技
能
な
ど
は
、
す
べ
て
禁

止
し
廃
業
し
て
、
実
業
に
精
を
だ
す
よ
う
に
さ
せ
よ
、
の
意)

と
あ
る
よ
う
に
、
も
と
も
と
は
貶
価
的
な

｢

ぜ
い
た
く｣

の
意
だ
っ

た
よ
う
だ
。
そ
う
し
た
語
を
、
こ
の
序
文
で
は
よ
い
意
味
で
使
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
っ
ぱ
ん
に
、｢

は
な
や
か｣

や

｢

ゆ
た

か｣

の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
有
す
る
語
は
、
漢
代
で
は
儒
家
思
想
の
影
響
で
貶
価
的
な
意

(

は
で
、
ぜ
い
た
く)

で
使
用
さ
れ
る
こ
と
が

お
お
い
が
、
六
朝
に
な
る
と
、
よ
い
意
味
あ
い
で
も
つ
か
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
時
代
が
こ
と
な
る
と
、
お
な

じ
語
で
あ
っ
て
も
褒
貶
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
変
化
し
て
く
る
の
で
、
意
味
を
と
る
う
え
で
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い

(

拙
稿

｢

六
朝
の
文

学
用
語
に
関
す
る
一
考
察
―
縁
情
を
中
心
に
―｣

〈｢

中
国
中
世
文
学
研
究｣

第
五
八
号

二
〇
一
四〉

を
参
照)

。
な
お
こ
こ
の

｢

逸
思｣

｢

雕
華｣

は
、
さ
き
の

｢

開
朗｣
と
と
も
に
、
六
朝
ふ
う
な
雰
囲
気
を
た
た
え
た
二
字
の
熟
語
で
あ
り
、
漢
以
前
に
は
用
例

が
み
つ
か
ら
な
い
。

つ
づ
く

｢

妙
解
文
章
、
尤
工
詩
賦｣

二
句
は
、
麗
人
た
ち
が
文
学
の
才
に
す
ぐ
れ
る
こ
と
を
い
っ
た
も
の
。
こ
こ
で

｢

文
章｣

が

｢

詩
賦｣

と
対
し
て
い
る
の
に
注
意
し
よ
う
。
六
朝
の
こ
ろ
は
、｢

文
章｣

の
語
は
ひ
ろ
くliterature

の
意
で
あ
り
、prose

の
意

で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
定
説
で
あ
る
。
す
る
と
こ
こ
で
の
両
語
の
意
味
は
、｢

文
章
＝
ひ
ろ
く
文
学
全
般
、
詩
賦
＝
文
学
の
な
か

の
中
核
的
ジ
ャ
ン
ル｣

と
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
麗
人
た
ち
は
ひ
ろ
く
文
学
全
般
を
解
せ
る
が
、
詩
賦
を
つ
く
る
の
が
と
り
わ

け
う
ま
い
、
と
い
う
意
味
に
な
ろ
う
。
こ
れ
を
う
け
て

｢

琉
璃｣

云
々
で
は
、
筆
硯
を
手
か
ら
は
な
さ
な
い
と
い
う
熱
心
な
勉
強
ぶ

り
が
叙
さ
れ
て
い
る
。
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｢

天
時｣

云
々
か
ら
こ
こ
ら
あ
た
り
ま
で
は
、
後
段
で
麗
人
た
ち
の

『

玉
台
新
詠』

編
纂
を
叙
す
る
た
め
の
、
伏
線
に
な
っ
て
い

る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
こ
こ
で
使
用
さ
れ
た

｢

妙
解｣

｢

尤
工｣

｢

硯
匣｣
｢

筆
牀｣

｢

離
手｣

な
ど
も
、
前
漢
以
前
に
は
用
例
が
さ

が
し
に
く
い
語
で
あ
っ
て
、
六
朝
に
な
っ
て
か
ら
使
用
さ
れ
は
じ
め
た
新
語
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
つ
ま
り
徐
陵
は
、
過
去
の
経
史
の

書
に
は
登
場
し
な
い
、
モ
ダ
ン
な

[

そ
し
て
軽
快
な
感
じ
を
と
も
な
っ
た]

感
触
の
語
を
多
用
し
て
、
重
厚
な
経
史
の
学
と
は
こ
と

な
る
詩
文
の
魅
力
を
印
象
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

つ
づ
く

｢

清
文｣
云
々
の
聯
は
、
麗
人
た
ち
が
文
学
を
こ
の
ん
だ
結
果
、
お
お
く
の
詩
文
を
つ
く
っ
た
こ
と
を
い
う
。
玉
台
の
麗

人
た
ち
は
、
た
だ
容
姿
端
麗
だ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
詩
文
も
つ
く
れ
る
女
性
た
ち
だ
っ
た
の
だ
。｢

清
文
満
篋｣

と

｢

新
製
連
篇｣

は
、
と
も
に｢

清
文
は
篋は
こ

に
満み

つ｣
｢

新
製
は
篇
を
連つ
ら

ぬ｣

の
よ
う
に
主
述
構
造
を
な
す
の
に
注
意
し
よ
う
。
ま
た｢

清
文｣

｢

満
篋｣

｢

新
製｣

｢

連
篇｣

な
ど
も
、
や
は
り
六
朝
で
使
用
さ
れ
は
じ
め
た
語
で
あ
る
。『

猪
口』

は
、
こ
の
隔
句
対
の
冒
頭
に
あ
る

｢

清｣

と

｢

新｣

は
、
徐
陵
が

｢

清
・
新｣
を
分
用
し
た
も
の
だ
と
い
う
が
、
た
し
か
に
徐
陵
は
そ
れ
を
意
識
し
て
い
た
ろ
う
と
、
私
も
お

も
う
。
い
っ
ぽ
う

『

校
箋』

は
、｢

非
惟
芍
薬
之
花｣

句
は
晋
の
傅
統
の
妻
が
か
い
た

｢

芍
薬
花
頌｣

(『

芸
文
類
聚』

巻
八
一)

の

類
の
こ
と
を
い
い
、｢

寧
止
蒲
萄
之
樹｣

句
は
魏
の
鍾
会
が
か
い
た

｢

蒲
萄
賦｣

(『

芸
文
類
聚』

巻
八
七)

の
類
の
こ
と
を
暗
に
さ

す
の
だ
と
注
し
て
い
る
。

さ
ら
に

｢

九
日｣

云
々
の
聯
は
、
麗
人
た
ち
の
創
作
た
る
や
、[｢

芍
薬｣

や

｢

蒲
萄｣

を
題
材
と
し
た
詠
物
ふ
う
の
詩
賦
だ
け
で

な
く]

縁
情
の
詩
や
故
人
を
た
た
え
た
誄
作
品
な
ど
、
は
ば
ひ
ろ
く
つ
づ
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
い
う
。｢

九
日
登
高｣

句
は
、

も
ち
ろ
ん
重
陽
の
日

(

九
月
九
日)

に
家
族
で
高
所
に
の
ぼ
り
、
菊
酒
を
の
ん
で
厄
を
は
ら
う
行
事
を
さ
す
。『

荊
楚
歳
時
記』

に

も
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
時
期
に
は
ひ
ろ
ま
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う

(『
校
箋』

に
は
呉
均

『

続
斉
諧
記』

を
ひ
く)

。
つ
ぎ
の

句
の

｢

縁
情｣

は
、
も
ち
ろ
ん
晋
の
陸
機

｢

文
賦｣

の

｢

詩
縁�

情�

而
綺
靡｣

(
詩
は
感
情
に
よ
り
そ
っ
て
華
麗
で
あ
る
べ
き
だ
、
の
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意)

を
ふ
ま
え
て
、
お
の
が
感
情
に
よ
り
そ
っ
た
詩
を
か
け
る
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。

｢

万
年
公
主
、
非
無
累
徳
之
辞｣

二
句
の
ほ
う
は
、
西
晋
の
左
芬

(

武
帝
の
後
宮
で
貴
妃
と
な
っ
た)

が
、
早
逝
し
た
武
帝
の
娘

の
た
め
に

｢

万
年
公
主
誄｣

(『

芸
文
類
聚』

巻
一
六)

を
つ
く
っ
た
こ
と
を
い
う
。
た
し
か
に
左
芬
は
才
媛
だ
っ
た
よ
う
で
、
詩
文

を
得
意
に
し
た
後
宮
の
女
性
は
、
じ
っ
さ
い
に
い
た
の
で
あ
る

(

た
だ
し

『

晋
書』

后
妃
伝
上
に
は
、
左
芬
を

｢

姿
陋
に
し
て
寵
無

く
、
才
徳
を
以
て
礼
せ
ら
る｣

と
す
る)

。
そ
れ
ゆ
え
、
徐
陵
が
こ
の
序
文
で
、｢

玉
台
の
麗
人
が
艶
詩
集
を
編
纂
し
た｣

と
つ
づ
ろ

う
と
し
た
と
き
、
彼
の
脳
裏
に
想
起
し
て
い
た
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
左
芬
の
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
お
も
う
。

つ
づ
く

｢

其
佳
麗
也
如
彼
、
其
才
情
也
如
此｣

の
聯
は
、
こ
こ
ま
で
の
記
述
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
句
は
、
班
固

｢

両
都
賦
序｣

の

｢

稽
之
上
古
則
如�

彼�

、
考
之
漢
室
又
如�

此�｣
(

上
古
を
推
測
す
れ
ば
あ
の
よ
う
で
あ
り
、
漢
室
を
想
起
す
る
と
こ
の

よ
う
で
あ
る
、
の
意)

を
模
し
た
叙
法
だ
ろ
う

(『

駢
文
選』

に
よ
る)

。
内
容
的
に
は
、
こ
の
第
三
段
の
と
い
う
よ
り
、
冒
頭
か
ら

こ
こ
ま
で
の
ま
と
め
と
い
う
べ
き
で
、｢
以
上
叙
し
て
き
た
ご
と
く
、
玉
台
の
麗
人
た
ち
は
容
姿

(

外
貌
の
美)

も
才
情

(

内
面
の

美)

も
、
と
も
に
す
ば
ら
し
い
の
だ｣

と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
こ
の
対
偶
は
、｢

佳
麗｣

と

｢

才
情｣

、｢

彼｣

と

｢

此｣

を
ち
が

え
た
だ
け
で
、
そ
れ
以
外
は
同
字
が
し
め
て
い
る
。
ふ
つ
う
な
ら
同
字
重
複
は
さ
け
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
あ
え
て
お
な
じ
助
字
を

く
り
か
え
し
て
い
る
。
容
姿
の
す
ば
ら
し
さ
と
才
情
の
豊
か
さ
の
ふ
た
つ
、
と
も
に
甲
乙
つ
け
が
た
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
が
、
麗
人
の
才
色
兼
備
ぶ
り
を
叙
し
た
部
分
で
あ
り
、
序
文
全
体
か
ら
み
れ
ば
前
半
に
あ
た
る
。
そ
う
し
た
す
ば
ら
し

い
麗
人
が
、
な
ぜ

『

玉
台
新
詠』

を
編
纂
す
る
に
い
た
っ
た
か
を
説
明
す
る
の
が
、
以
下
の
序
文
後
半
で
あ
る
。
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第
四
段

た
い
く
つ
な
日
々

既
而

椒
宮
宛
転
、

絳
鶴
晨
厳
、

三
星
未
夕
、
不
事
懐
衾
、

優
遊
少
託
、

厭
長
楽
之
疏
鐘
、

柘
観
陰
岑
、

銅
蠡
昼
静
。

五
日
猶
�
、
誰
能
理
曲
。

寂
寞
多
閑
。

労
中
宮
之
緩
箭
。

繊
腰
無
力
、
怯
南
陽
之
搗
衣
、
雖
復

投
壺
玉
女
、
為
観
尽
於
百
嬌
、

生
長
深
宮
、
笑
扶
風
之
織
錦
。

争
博
斉
姫
、
心
賞
窮
於
六
箸
。

と
こ
ろ
で
椒

し
ょ
う

宮
き
ゅ
う
は
ゆ
る
や
か
に
ま
が
り
、
柘し
ゃ

観か
ん

は
奥
ぶ
か
く
た
た
ず
ん
で
い
る
。
宮
門
の
鶴
形
の
赤
鎖
は
早
朝
よ
り
厳

重
に
お
ろ
さ
れ
、
螺
形
を
し
た
銅
製
の
鋪
首
は
昼
間
で
も
し
ず
か
だ
。
麗
人
た
ち
は
、
三
星
が
ま
た
た
く
夕
暮
に
な
ら
ぬ
の

で
、
夜
具
を
も
っ
て
寝し

ん

に
御
す
る
必
要
も
な
い
し
、
五
日
ご
と
の
お
勤
め
も
ま
だ
間
が
あ
る
の
で
、
琴
曲
を
お
さ
ら
い
す
る

者
も
い
な
い
。
た
だ
の
ん
び
り
す
る
だ
け
で
憂
さ
を
は
ら
す
も
の
も
な
く
、
も
の
さ
び
し
く
て
時
間
を
も
て
あ
ま
す
だ
け
。

お
か
げ
で
夜
半
、
長
楽
宮
で
間
ど
お
く
ひ
び
く
時
鐘
を
き
く
の
も
い
と
わ
し
い
し
、
中
宮
の
水
時
計
の

[

目
盛
り
を
き
ざ
ん

だ｣

箭や

を
み
る
の
も
う
っ
と
お
し
い
ほ
ど
だ
。

く
わ
え
て
細
腰
で
力
も
な
い
の
で
、
南
陽
の
砧

き
ぬ
た
打う

ち
の
音
に
も
お
び
え
る
し
、
深
宮
で
成
長
し
た
の
で
、
扶
風
の
錦
織
り

の
女
功
を
み
て
も
わ
ら
う
だ
け

[

で
、
自
分
で
は
よ
う
し
な
い]

。
投
壼
の
妙
技
を
ふ
る
う
玉
女
を
み
て
も
、
百
回
な
げ
て

百
回
か
え
っ
て
き
た
と
き
に
チ
ラ
ッ
と
み
る
だ
け
、
博
奕
の
手て

練れ
ん

を
ふ
る
う
斉
姫
を
み
て
も
、
た
だ
六
箸
の
技
に
感
心
す
る

ぐ
ら
い
。

こ
の
第
四
段
は
、
玉
台
の
生
活
が
た
い
く
つ
で
、
麗
人
た
ち
が
無
聊
を
か
こ
っ
て
い
る
よ
う
す
を
叙
し
て
い
る
。
こ
の
序
文
全
体
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か
ら
み
る
と
、『

玉
台』

編
纂
に
い
た
る
ま
で
に
、｢

才
色
兼
備
の
麗
人
が
い
る

↓

時
間
を
も
て
あ
ま
す

↓

ひ
ま
つ
ぶ
し
が

ほ
し
い

↓

艶
詩
集
を
編
纂
し
よ
う｣

と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
あ
る
が
、
そ
の
二
番
目
の

｢

時
間
を
も
て
あ
ま
す｣

段
階
が
こ
こ
で

提
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
。

｢

椒
宮
宛
転
、
柘
観
陰
岑｣

の
聯
は
、
麗
人
た
ち
が
す
む
玉
台
の
よ
う
す
を
叙
し
た
も
の
。｢

椒
宮｣

｢

柘
観｣

(｢

柘
館｣

と
す
る

テ
キ
ス
ト
も
あ
り)

は
と
も
に
宮
殿
の
名
だ
が
、
後
者
の
語
は
、
前
漢
の
班
�
�｢

自
悼
賦｣

に

｢

痛
陽
禄
与
柘�

館�

兮
、
仍
襁
褓
而

離
災｣

(

陽
禄
館
と
柘
館
の
な
か
で
、
襁
褓
む
つ
き

の
な
か
で
死
ん
だ
わ
が
子
が
い
た
ま
し
い
、
の
意)

と
い
う
用
例
が
あ
る
せ
い
か
、
ど

こ
と
な
く
陰
々
と
し
た
雰
囲
気
を
感
じ
さ
せ
る
。｢

宛
転｣

は
ま
が
っ
た
よ
う
す
の
意
。
こ
の
語
、[

後
代
の]

白
居
易

｢

長
恨
歌｣

に

｢

宛�

転�

蛾
眉
馬
前
死｣

(
ゆ
る
や
か
に
ま
が
っ
た
蛾
眉

〈

楊
貴
妃
の
こ
と〉

は
馬
前
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
、
の
意)

と
あ
る
よ
う

に
、
な
に
か
艶
麗
な
感
じ
に
カ
ー
ブ
す
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
よ
う
だ
。
い
っ
ぽ
う
、｢

陰
岑｣

は
奥
ぶ
か
い
よ
う
す
の
意
。
私
見

に
よ
れ
ば
、｢

宛
転｣

の
語
は

[

い
ま
ま
で
叙
し
て
き
た]

麗
人
の
美
貌
ぶ
り
を
暗
示
し
、｢

陰
岑｣

の
語
は

[

以
後
で
叙
さ
れ
る]

後
宮
で
の
も
の
う
げ
な
日
々
を
ほ
の
め
か
す
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

｢

絳
鶴
晨
厳
、
銅
蠡
昼
静｣

の
聯
は
、
玉
台
の
周
辺
が
終
日
し
ず
か
な
こ
と
を
い
う
。｢

絳
鶴｣

｢

銅
蠡｣

は
難
解
だ
が
、
諸
注
に

よ
る
と
、
宮
殿
の
門
扉
の
鎖
や
引
手
を
さ
す
よ
う
だ
。『
駢
文
選』

が

｢

蓋
し
宮
門
は
既
に
常
に
は
開
く
に
非
ず
、
尤
も
っ
と
も
喧け
ん

擾
じ
ょ
う
の
声

有
る
を
容ゆ

る

さ
ず｣

と
解
説
す
る
よ
う
に
、
宮
門
が
朝
か
ら
厳
重
に
お
ろ
さ
れ
、
日
中
で
も
シ
ン
と
し
ず
ま
り
か
え
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
二
句
、｢

鶴
�
蠡｣

｢

晨
�
昼｣

と
対
応
さ
せ
る
な
ど
、
な
か
な
か
芸
が
こ
ま
か
い
。

｢

三
星
未
夕
、
不
事
懐
衾｣

二
句
は
、
時
間
に
ゆ
と
り
が
あ
る
こ
と
を
い
う
。
お
そ
ら
く

『

詩
経』

召
南
小
星
の

｢

�
彼
小
星�

、

三�

五
在
東
。
…
…
抱
衾�

与
�｣

(

微
光
を
発
す
る
小
星
が
三
つ
五
つ
と
東
の
空
に
う
か
ぶ
夕
暮
と
な
っ
た
。
…
…
女
官
た
ち
は
布
団

と
寝
巻
を
も
っ
て
ゆ
く
、
の
意)

に
も
と
づ
く
の
だ
ろ
う
。
こ
の
二
句
は
こ
の
典
拠
を
ふ
ま
え
て
、
星
が
で
る
暮
れ
か
た
で
な
い
の
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で
、
布
団
を
も
っ
て
ゆ
く
必
要
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
つ
ま
り
時
間
が
た
っ
ぷ
り
あ
る
と
い
う
意
に
な
る
。｢

三
星｣

の
語
じ
た

い
は

『

詩
経』

唐
風
綢
繆
に
も
で
て
く
る
が
、
内
容
的
に
は
こ
の
召
南
小
星
を
ふ
ま
え
る
と
し
た
ほ
う
が
よ
か
ろ
う
。

こ
れ
と
対
す
る

｢

五
日
猶
�
、
誰
能
理
曲｣

二
句
も
、
や
は
り

『

詩
経』

小
雅
采
緑
の

｢

五�

日�

為
期
、
六
日
不
�｣

(

五
日
に
か

え
る
約
束
だ
っ
た
が
、
六
日
に
な
っ
て
も
か
え
ら
な
い
、
の
意)

に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
。
毛
伝
に
よ
る
と

｢

婦
人
は
五
日
に
一
御

す｣

と
あ
り
、
当
時
の
女
性
た
ち
は
五
日
ご
と
に
主
君
や
夫
に
進
御
し
て
い
た
ら
し
い
。
つ
ま
り
、｢

五
日
に
一
御｣

の
お
勤
め
ま

で
に
は
余
裕
が
あ
る
の
で
、
い
そ
い
で
琴
曲
を
お
さ
ら
い
す
る
必
要
も
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
要
す
る
に

｢

三
星｣

の

聯
は
、
玉
台
の
麗
人
た
ち
は
自
由
に
な
る
時
間
が
た
っ
ぷ
り
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
の
べ
て
い
る
よ
う
だ
。

つ
ぎ
の

｢

優
遊｣

云
々
と

｢
厭
長
楽｣

云
々
の
二
聯
で
は
、
特
定
の
典
拠
は
ふ
ま
え
て
は
い
な
さ
そ
う
だ
。
ま
ず

｢

優
遊
少
託
、

寂
寞
多
閑｣

二
句
の
う
ち
、
す
こ
し
解
釈
し
に
く
い

｢

少
託｣

の
語
は
、｢

[

ひ
ま
な
時
間
を]

託
す
べ
き
も
の
が
な
い｣

の
意
だ

ろ
う
。
つ
づ
く

｢

厭
長
楽
之
疏
鐘
、
労
中
宮
之
緩
箭｣

二
句
も
、
前
聯
と
お
な
じ
く
後
宮
生
活
の
た
い
く
つ
な
さ
ま
を
い
う
。
こ
こ

の

｢

疏
鐘｣

(

時
間
を
お
い
て
、
ま
れ
に
な
ら
さ
れ
る
鐘
の
音)

の
語
は
、
こ
れ
以
前
に
用
例
が
み
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
徐
陵
が
つ

く
っ
た
新
語
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の

｢

厭
長
楽｣
二
句
は
、｢

後
宮
の
佳
麗
は
夜
長
く
寂せ
き

寞ば
く

た
る
に
耐
え
難
く
、
鐘
漏
を
聴
く
を
怕お
そ

れ
る
を
形
容
せ
し
な
り｣

の
解
釈

(『

駢
文
選』

に
よ
る)

に
し
た
が
う
。
こ
こ
で
の

｢

厭い
と

う
�
労つ
か

る｣

の
け
だ
る
そ
う
な
動
作
、

｢

疏
鐘
�
緩
箭｣

の
ス
ロ
ー
モ
ー
な
動
き
、
と
も
に
麗
人
た
ち
の
も
の
う
げ
な
心
情
を
暗
示
し
て
、
き
わ
め
て
巧
緻
な
表
現
と
な
っ

て
い
る
。
登
場
人
物
の
心
情
と
周
囲
の
情
景
と
を
一
致
さ
せ
る
技
法
を
、
旧
時
の
文
学
批
評
で
は
景
情
一
致
と
か
景
情
融
合
と
か
い
っ

た
り
す
る
。
こ
の
二
句
は
、
麗
人
た
ち
の
け
だ
る
い
動
作
を
叙
し
つ
つ
、
そ
の
も
の
う
げ
な
心
情
を
暗
に
ほ
の
め
か
し
た
点
で
、
ま

さ
に
景
と
情
と
を
一
致
さ
せ
、
融
合
さ
せ
た
表
現
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

つ
づ
く

｢

繊
腰｣

云
々
の
聯
も
、
麗
人
た
ち
は
無
為
な
日
々
を
お
く
っ
て
い
て
、
た
い
く
つ
を
感
じ
て
い
る
、
の
意
だ
ろ
う
。
こ
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の
聯
、
な
に
か
典
拠
が
あ
り
そ
う
だ
が
、
諸
注
で
も
明
確
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
真
意
が
と
り
に
く
い
。
ま
ず
上
二
句

｢

繊
腰
無
力
、

怯
南
陽
之
搗
衣｣

は
、
典
拠
の
候
補
と
し
て
任
�『

述
異
記』

や
�
仲
雍

『

荊
州
記』

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
ど
の
典
拠

を
も
っ
て
き
て
も
、
南
陽
の
地
名
と
関
連
づ
け
る
の
が
む
つ
か
し
い
よ
う
で
、
う
ま
く
説
明
し
き
れ
な
い
よ
う
だ
。『

挙
要』

は
こ

う
し
た
点
を
考
慮
し
て
、
い
さ
ぎ
よ
く

｢〈

南
陽
搗
衣〉

は
未
だ
詳
つ
ま
び
ら
か
に
せ
ず
。
…
…
六
朝
人
の
典
を
数
う
る
や
、
後
人
の
知
る

所
に
非
ざ
る
者
有
り
。
止た

だ
宜
し
く
疑
わ
し
き
を
闕か

く
べ
き
の
み
に
し
て
、
宜
し
く
意
も
て
傅ふ

会か
い

を
為
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り｣

と
白

旗
を
あ
げ
て
い
る
。
わ
か
ら
ぬ
も
の
は
わ
か
ら
ぬ
と
し
て
、
お
い
て
お
く
。
そ
れ
で
よ
か
ろ
う
。

い
っ
ぽ
う
下
二
句

｢
生
長
深
宮
、
笑
扶
風
之
織
錦｣

は
、
そ
の
ま
ま
解
す
る
と
、
麗
人
は
深
宮
で
成
長
し
た
の
で
、
扶
風
の
織
錦

を
わ
ら
っ
て
し
ま
う
、
の
意
と
な
る
。
こ
の
二
句
で
は
、
諸
注
は
お
お
く

『

晋
書』

列
女
伝
の
竇
滔
の
妻
の
話
柄
を
、
典
拠
だ
と
み

な
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、｢

竇
滔
は
苻
堅
の
と
き
秦
州
刺
史
だ
っ
た
が
、
流
沙
の
辺
地
に
な
が
さ
れ
た
。
そ
こ
で
妻
の
蘇
氏

(

始
平

の
出
身)

は
夫
を
お
も
っ
て
錦
で
迴
文
の
旋
図
詩
を
お
り
な
し
、
夫
に
お
く
り
と
ど
け
た
。
そ
の
詩
は
は
な
は
だ
悽
愴
だ
っ
た｣

と

い
う
話
で
あ
る
。
さ
ら
に

『

校
箋』

は
、
晋
の
始
平
郡
は
漢
の
こ
ろ
は
右
扶
風
に
属
し
て
い
た
と
考
証
し
、｢

扶
風｣

と

｢

織
錦｣

と
を
関
係
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
の

｢

笑
扶
風
之
織
錦｣

句
は
、｢

麗
人
が
、
扶
風
出
身
の
蘇
氏
が
錦
に

お
り
こ
ん
だ
詩
を
み
て
、
わ
ら
う｣

の
意
と
な
っ
て
、
い
ち
お
う
解
釈
は
で
き
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
か
く
解
す
る
と
、
矛
盾
が
生
じ
て
く
る
よ
う
に
お
も
う
。
と
い
う
の
は
、
第
三
段
で

｢

天
稟
す
ぐ
れ
、
才
能
も
ゆ
た
か
な

の
で
、
文
学
を
き
ち
ん
と
解
し
、
詩
賦
の
創
作
も
た
く
み
だ｣
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
麗
人
は
文
学
を
よ
く
解
す
る
能
力
を
も
っ
て
い

た
は
ず
だ
。
そ
ん
な
麗
人
が
、
悽
愴
な
蘇
氏
の
旋
図
詩
を
よ
ん
で
、
感
激
す
る
こ
と
な
く

｢

わ
ら
う｣

と
い
う
の
は
、
か
ん
が
え
に

く
い
で
は
な
い
か
。
す
る
と
こ
の
二
句
は
、
蘇
氏
旋
図
詩
の
典
拠
と
は
関
係
が
な
い
と
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

こ
の
よ
う
に

｢

繊
腰｣

四
句
は
、
意
味
が
と
れ
そ
う
で
と
れ
な
い
。
無
理
に
な
に
か
の
典
拠
を
こ
じ
つ
け
る
の
は
、『

挙
要』

が
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い
う
よ
う
に
や
め
た
ほ
う
が
よ
さ
そ
う
だ
。
そ
こ
で
、
と
り
あ
え
ず『

朱』

の
解
釈(

麗
人
た
ち
は｢

伝
統
女
性
の
天
職
を
須も
ち

い
ず｣

と
解
す
る)

に
し
た
が
っ
て
、
単
純
に｢

搗
衣｣

を｢

砧
き
ぬ
た
で
衣
を
う
つ
仕
事｣

、｢

織
錦｣

を｢

錦
を
お
り
あ
げ
る
仕
事｣

と
解
し
た
。

そ
し
て

｢

繊
腰｣

四
句
を
、｢

麗
人
た
ち
は

[

伝
統
的
な
女
性
の
天
職
た
る]

砧
打
ち
の
音
に
も
お
び
え
、
錦
織
り
の
女
功
も
わ
ら

う
だ
け
で
、
自
分
で
は
よ
う
し
な
い｣

の
方
向
で
理
解
し
て
お
い
た

(

た
だ
そ
う
解
し
た
と
し
て
も
、
聯
中
の

｢

南
陽｣

｢

扶
風｣

と
の
相
関
は
、
依
然
と
し
て
未
詳
の
ま
ま
で
あ
る)

。
た
だ
し
、
こ
の
聯
の
意
は
、
序
文
を
つ
づ
っ
た
趣
旨
か
ら
い
っ
て
も
、｢

麗
人

た
ち
が
女
功
を
な
ま
け
て
い
る｣

と
い
う
貶
価
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
は
あ
り
え
な
い
。｢

彼
女
ら
は
力
よ
わ
く
深
宮
に
成
長
し

た

↓

砧
打
ち
も
女
功
も
よ
う
し
な
い

↓

時
間
が
あ
ま
っ
て
た
い
く
つ
だ｣

と
い
う
ふ
う
に
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。

つ
ぎ
の

｢

雖
復｣

云
々
の
聯
も
、
麗
人
た
ち
が
遊
戯
に
も
関
心
を
も
て
ず
に
、
た
い
く
つ
で
あ
る
こ
と
を
い
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。

句
法
面
か
ら
み
て
ゆ
く
と
、
冒
頭
の
｢

雖
復｣

は
、
第
二
段
の

｢

至
若
寵
聞
長
楽｣

云
々
の

｢

至
若｣

と
と
お
な
じ
使
い
か
た
で
あ

り
、｢

投
壺
玉
女｣

だ
け
で
な
く

｢
争
博
斉
姫｣

句
に
も
か
か
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
つ
ま
り
こ
の
四
句
は
も
と
も
と
、

雖
復
投
壺
玉
女
、
為
観
尽
於
百
嬌
、

雖�

復�

争
博
斉
姫
、
心
賞
窮
於
六
箸
。

と
い
う
文
章
で
、｢

雖
復
Ａ
、[

而]

Ｂ｣
(

Ａ
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
Ｂ
で
あ
る
、
の
意)

の
構
文
を
く
り
か
え
し
た
も
の
だ
っ
た
。

だ
が
美
文
は
助
字
の
重
複
を
き
ら
う
の
で
、
二
度
目
の

｢
雖
復｣

を
略
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

上
二
句
の

｢

投
壺｣

と
は
、
古
代
の
遊
戯
の
ひ
と
つ
を
い
う
。『
礼
記』

投
壺
篇
に
く
わ
し
い
記
述
が
あ
る
が
、
要
す
る
に
客
人

と
主
人
と
が
壺
の
な
か
を
目
が
け
、
矢
を
な
げ
こ
む
遊
び
の
こ
と
ら
し
い
。
そ
し
て
、
勝
者
は
敗
者
に
酒
を
の
ま
せ
る
と
い
う
罰
ゲ
ー

ム
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
ま
た

｢

百
嬌｣

は

｢

百
驍｣

と
も
い
い
、
矢
を
つ
よ
く
な
げ
い
れ
る
や
、
壺
中
か
ら
矢
が
は
ね
か
え
っ
て
く

る
こ
と
を
い
う
。
下
二
句
も
や
は
り
遊
戯
と
関
係
が
あ
り
、｢

争
博｣

は
博
奕
の
勝
負
を
あ
ら
そ
う
の
意
を
も
ち
、｢

六
箸｣

は
博
奕
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の
道
具
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
。

こ
の
四
句
、
表
面
上
の
意
味
は
こ
の
と
お
り
だ
が
、
そ
の
奥
に
は

[

字
句
の
う
え
で
は
わ
か
り
に
く
い
も
の
の]

、
博
奕
に
関
す

る
ふ
た
つ
の
典
拠
が
揺
曳
し
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
れ
は
第
一
に

『

論
語』

陽
貨
の
孔
子
の
こ
と
ば
、｢

飽
食
終
日
、
無
所
用
心
、
難

矣
哉
。
不
有
博
奕
者
乎
。
為
之
猶
賢
乎
已｣

(

あ
き
る
ほ
ど
物
を
く
っ
て
一
日
を
す
ご
し
、
な
ん
に
も
頭
を
は
た
ら
か
せ
る
こ
と
も

な
け
れ
ば
、[
悪
事
を
な
し
て
し
ま
う
。
す
る
と
そ
の
本
人
は]

災
難
を
ま
ぬ
が
れ
が
た
い
だ
ろ
う
。
博
奕
が
あ
る
で
は
な
い
か
。

こ
れ
で
も
す
れ
ば
、
無
為

[

の
あ
ま
り
悪
事
を
な
す]

よ
り
は
、
ま
だ
ま
し
だ
ろ
う
、
の
意)

で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
は

『

漢
書』

厳
朱
吾
丘
主
父
徐
厳
終
王
賈
伝
下
の
漢
宣
帝
の
こ
と
ば
、｢

不
有
博
奕
者
乎
、
為
之
猶
賢
乎
已
。
辞
賦
大
者
与
古
詩
同
義
、
小
者
弁

麗
可
喜
。
辟
如
女
工
有
綺
�
、
音
楽
有
鄭
衛
、
今
世
俗
猶
皆
以
此
虞
説
耳
目
。
辞
賦
比
之
、
尚
有
仁
義
風
諭
、
鳥
獣
草
木
多
聞
之
観
、

賢
於
倡
優
博
奕
遠
矣｣

(｢

博
奕
と
い
う
も
の
が
あ
る
で
は
な
い
か
。
こ
れ
を
す
る
の
は
、
し
な
い
よ
り
、
ま
だ
ま
し
だ
よ｣

と
孔
子

も
い
っ
て
お
る
ぞ
。
辞
賦
は
、
大
に
し
て
は
古
詩
と
意
義
を
お
な
じ
く
し
、
小
に
し
て
は
口
調
が
よ
く
、
ひ
と
を
よ
ろ
こ
ば
す
こ
と

が
で
き
る
。
い
わ
ば
女
性
の
仕
事
に
絹
の
ス
カ
ー
フ
が
あ
り
、
音
楽
に
鄭
衛
の
淫
声
が
あ
る
よ
う
な
も
の
で
、
世
間
の
連
中
は
こ
れ

で
耳
目
を
よ
ろ
こ
ば
せ
て
お
る
。
辞
賦
は
そ
れ
ら
に
く
ら
べ
る
と
、
仁
義
や
諷
刺
に
と
み
、
鳥
獣
草
木
の
名
称
も
お
お
く
し
ら
れ
る

し
、
俳
優
や
博
奕
よ
り
は
ず
っ
と
い
い
も
の
だ
ぞ
、
の
意)

で
あ
る
。

徐
陵
は
こ
の
二
典
拠
に
依
拠
し
て
、
麗
人
た
ち
の

｢
す
る
こ
と
が
な
く
て
ひ
ま
だ

↓

博
奕
も
お
も
し
ろ
く
な
い

↓

文
学

で
ひ
ま
を
つ
ぶ
そ
う｣

と
い
う
行
動
を
、
と
お
ま
わ
し
に
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う

(｢

文
学
で
ひ
ま
を
つ
ぶ
そ
う｣

は
次
段

で
展
開
さ
れ
る)

。
そ
し
て
、
孔
子
や
漢
宣
帝
の
権
威
を
さ
り
げ
な
く
利
用
し
な
が
ら
、｢

艶
情
の
文
学
を
た
の
し
む
の
は
、
な
に
も

し
な
い

(

無
為)

よ
り
、
そ
し
て
博
奕
を
す
る
よ
り
、
も
っ
と
マ
シ
な
こ
と
な
の
だ｣

と
、
婉
曲
に
麗
人
の
行
動
を
擁
護
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
典
拠
利
用
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

｢

博
奕
と
孔
子
と
文
学
の
関
係
に
つ
い
て｣

(｢

中
京
国
文
学｣

第
三
三
号
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二
〇
一
四)

を
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
。

以
上
で
、
第
四
段
の
札
記
を
お
わ
る
。
こ
の
段
は
第
二
段
と
と
も
に
、
典
拠
不
明
の
難
解
な
箇
所
が
お
お
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

と
り
あ
え
ず
の
解
釈
を
ほ
ど
こ
し
た
だ
け
の
箇
所
も
す
く
な
く
な
い
。
博
雅
の
士
に
お
教
え
を
こ
い
た
い
。

第
五
段

艶
歌
の
編
纂

無
怡
神
於
暇
景
、
庶
得

代
彼
皋
蘇
、
但

往
世
名
篇
、

分
諸
麟
閣
、

不
藉
篇
章
、

惟
属
意
於
新
詩
。

�
茲
愁
疾
。

当
今
巧
製
、

散
在
鴻
都
。

無
由
披
覧
。

於
是

燃
脂
瞑
写
、
選
録
艶
歌
、
凡
為
十
巻
。

曾
無
参
於
雅
頌
、
�
渭
之
間
、
若
斯
而
已
。

弄
筆
晨
書
。

亦
靡
濫
於
風
人
。

こ
の
よ
う
に
麗
人
た
ち
は
、
た
い
く
つ
な
と
き
は
憂
さ
を
は
ら
す
も
の
も
な
い
の
で
、
も
っ
ぱ
ら
新
体
の
詩
の
創
作
に
心

を
よ
せ
る
。
そ
し
て
あ
の
皋
蘇
の
草
に
か
わ
っ
て
、
無
聊
を
な
ぐ
さ
め
て
ほ
し
い
と
ね
が
う
の
だ
。
だ
が

[

作
詩
の
参
考
に

す
る]

往
時
の
名
篇
や
当
今
の
佳
作
は
、
麒
麟
閣
に
分
散
し
、
ま
た
鴻
都
館
に
散
在
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
書
物
を
か
り
だ

し
て
こ
な
い
か
ぎ
り
、
披
覧
し
よ
う
に
も
そ
の
術す

べ

が
な
い
。

そ
こ
で
彼
女
ら
は
、
灯
を
と
も
し
て
夜
に
書
写
し
、
筆
を
手
に
し
て
朝
も
か
き
つ
づ
け
た
。
か
く
し
て
艶
歌
を
選
録
し
て
、

す
べ
て
十
巻
に
ま
と
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
集
は
、『
詩
経』
の
雅
頌
に
接
近
し
た
も
の
で
も
な
い
し
、
ま
た
国
風
の
詩

人
の
道

[

の
尊
厳
さ
を]

を
み
だ
す
も
の
で
も
な
い
。
に
ご
っ
た
�
水
と
き
れ
い
な
渭
水
の
ご
と
き
明
確
な
相
違
が
、
ま
さ

に

『

玉
台』

『

詩
経』

両
者
の
関
係
な
の
で
あ
る
。
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こ
の
第
五
段
で
、
い
よ
い
よ

『

玉
台
新
詠』

編
纂
の
経
緯
を
叙
し
て
い
る
。
こ
の
段
で
注
意
し
た
い
の
は
、『

玉
台』

の
編
纂
は
、

玉
台
で
時
間
を
も
て
あ
ま
し
て
い
た
か
ら
、
と
か
た
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、｢

時
間
を
も
て
あ
ま
す

↓

ひ
ま
つ
ぶ

し
が
ほ
し
い

↓

艶
詩
集
を
編
纂
し
よ
う｣

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の

｢

ひ
ま
つ
ぶ
し
が
ほ
し
い｣

と
い
う
の
は
、
著
名
な
詩

集
の
編
纂
動
機
と
し
て
、
拍
子
抜
け
す
る
よ
う
な
発
言
で
あ
る
。
だ
が
、
勧
善
懲
悪
や
経
世
済
民
な
ど
の
儒
教
ふ
う
お
題
目
を
と
な

え
ぬ
、
こ
の
率
直
な
発
言
は
、
文
学
史
的
に
み
る
と
画
期
的
な
も
の
で
あ
り
、
お
お
い
に
注
目
さ
れ
て
よ
い
。

ま
ず

｢

無
怡
神
於
暇
景
、
惟
属
意
於
新
詩｣

の
聯
は
、｢

た
い
く
つ
だ

↓

[

だ
か
ら]

新
詩
に
心
を
よ
せ
る｣

と
意
味
が
展
開

し
て
お
り
、
流
水
対
と
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
前
提
と
し
て
、
第
三
段
で
強
調
さ
れ
て
い
た
、
麗
人
の
す
ぐ
れ
し
才
華

が
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
上
句
の

｢

怡
神｣

は
心
を
た
の
し
ま
す
、｢

暇
景｣

は
ひ
ま
な
と
き
の
意
だ
が
、
と
も

に
六
朝
の
新
語
だ
ろ
う
。
い
っ
ぽ
う
、
下
句
の

｢

属
意｣

は
心
を
よ
せ
る

(『

史
記』

に
用
例
あ
り)

、｢

新
詩｣

は
当
時
あ
ら
た
に

流
行
し
て
き
た
艶
詩

(

こ
の
序
文
で
は

｢
艶
歌｣

と
称
し
て
い
る)

を
さ
す
と
お
も
わ
れ
、
つ
ま
り

｢

属
意
於
新
詩｣

は

｢

艶
詩
に

心
を
よ
せ
る｣

と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。

こ
こ
で
気
に
な
る
の
は
、｢

艶
詩
に
心
を
よ
せ
る｣

と
い
う
の
は
、
具
体
的
に
は

｢

艶
詩
を
よ
み
た
い｣

な
の
か
、｢

艶
詩
を
つ
く

り
た
い｣

な
の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
ど
ち
ら
の
解
釈(
あ
る
い
は
両
意
を
か
ね
る)

で
も
、
意
味
が
と
お
ら
な
く
は
な
い
。
だ
が
、

第
三
段
で

｢

天
稟
す
ぐ
れ
、
才
能
も
ゆ
た
か
な
の
で
、
文
学
を
き
ち
ん
と
解
し
、
詩�

賦�

の�

創�

作�

も�

た�

く�

み�

だ�

。
瑠る

璃り

の
硯
箱
は
い
つ

も
身
辺
に
お
き
、
翡ひ

翠す
い

の
筆
お
き
も
手
か
ら
は
な
さ
な
い｣
と
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
る
と
、
麗
人
た
ち
は
、
み
ず
か
ら
詩
文
を
つ

く
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
す
る
と
、
た
だ
艶
詩
を
よ
む
だ
け
で
な
く
、
自
分
で
も
つ
く
り
た
い
と
念
じ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ

ゆ
え
右
の
訳
で
は
、｢

も
っ
ぱ
ら
新
体
の
詩
の
創
作
に
心
を
よ
せ
る｣

と
し
て
お
い
た
。

つ
づ
く

｢

代
彼
皋
蘇
、
�
茲
愁
疾｣

も
、
内
容
的
に
展
開
し
て
い
る
の
で
、
流
水
対
と
み
な
す
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
二
句
は
、
魏
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の
王
朗

｢

与
魏
太
子
書｣

に

｢

雖
復
萱
草
忘
憂
、
皋�

蘇�

釈
労
、
無
以
加
也｣
(

萱
草
が
憂
い
を
わ
す
れ
さ
せ
、
皋
蘇
が
心
配
を
の
ぞ

い
て
く
れ
る
け
れ
ど
も
、
け
っ
し
て
詩
文
以
上
で
は
な
い
、
の
意)

と
あ
る
の
を
ふ
ま
え
よ
う
。
当
時
、
す
で
に

｢

皋
蘇
は
心
配
を

の
ぞ
い
て
く
れ
る｣

と
い
う
考
え
か
た
が
ひ
ろ
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
う
け
て
の
表
現
で
あ
る
。

か
く
麗
人
た
ち
は
艶
詩
を
つ
く
り
た
が
っ
て
い
る
の
だ
が
、
ひ
と
つ
の
困
難
が
よ
こ
た
わ
っ
て
い
た
。
そ
の
困
難
が
、｢

但｣

以

下
の
三
聯
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り

[

作
詩
の
お
手
本
と
す
べ
き]

古
今
の
艶
詩
が
、
宮
中
の
各
書
庫
に
分
散
し
て
い
て
、
手

が
る
に
参
照
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

こ
の
部
分
、
一
聯
目
は
問
題
な
い
が
、
二
聯
目
の

｢

麟
閣｣

は
、
漢
代
に
つ
く
ら
れ
た
麒
麟
閣
を
さ
す
。
も
と
は
功
臣
の
肖
像
画

を
か
ざ
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
こ
こ
で
は
文
庫
の
意
で
使
用
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
鴻
都
も
漢
代
の
蔵
書
庫
で
あ
る
。
こ
こ
で
も

[

盛
世
と
意
識
さ
れ
た]

漢
代
に
比
擬
し
て
い
る
の
に
注
意
し
よ
う
。
な
お

｢

分
諸�｣

と

｢

散
在�｣

は
、
い
さ
さ
か
対
応
が
ず
れ
て

お
り
、
た
と
え
ば

｢

分
諸｣

を

｢

分
置�｣
な
ど
と
す
れ
ば
よ
か
っ
た
。

つ
ぎ
の

｢

不
藉
篇
章
、
無
由
披
覧｣

二
句
は
、
な
ん
で
も
な
い
字
句
な
の
だ
が
、
諸
注
は
あ
ん
が
い

｢

不
藉
篇
章｣

句
の
解
釈
に

苦
労
し
て
い
る
。『

駢
文
選』

は
、｢

加
え
る
に
蒐
集
整
理
し
て
篇
章
を
成
す
を
以
て
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
披
覧
せ
ん
と
欲
す
れ
ど
も
従

う
無
き
を
言
う｣

と
注
し
、｢

藉
篇
章｣

三
字
を｢[
艶
詩
を]

蒐
集
整
理
し
て
篇
章
を
成
す｣

の
意
に
解
し
て
い
る
。
ま
た『

猪
口』

『

石
川』

は｢

藉｣

を｢

籍｣

字
と
し
、｢

篇
章
を
籍せ
き

に
せ
ざ
れ
ば｣

と
訓
じ
て
、
や
は
り
古
今
の
艶
詩
を
一
冊
の
書
籍
に
し
な
い
と
、

の
意
と
す
る

(

だ
が
私
が
み
た
範
囲
で
は
、｢

藉｣

を

｢

籍｣
字
に
し
た

『

玉
台』

テ
キ
ス
ト
は
な
い)

。

右
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
た
し
か
に
こ
の
二
句
は
理
解
し
や
す
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、｢

藉｣

を

｢

蒐
集
整
理
し
て
篇
章
を
成
す｣

や

｢

篇
章
を
籍
に
す｣

と
解
す
る
の
は
、
く
る
し
い
解
釈
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。｢

藉｣

字
に
は
、
そ
ん
な
意
味
は
な
い
か
ら

だ
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
そ
ん
な
無
理
な
解
釈
を
せ
ず
、
ふ
つ
う
に

｢

藉
＝
か
り
る｣

で
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
近
刊
の
曹
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明
綱

『

六
朝
文
�
訳
注』

は
、
こ
の

｢

不
藉
篇
章
、
無
由
披
覧｣

二
句
を

｢

不
借�

助�

這
些
書
冊
、
便
無
従
翻
読
観
看｣

([

各
書
庫
に

散
在
す
る]

書
物
を
か
り
だ
し
て
こ
な
け
れ
ば
、
艶
詩
を
よ
む
方
法
が
な
い)

と
訳
し
て
い
る
。
こ
の
訳
で
よ
い
。
艶
詩
は
い
ま
各

書
庫
に
散
在
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
書
物
を
借
用
し
て
こ
な
け
れ
ば
、
よ
む
こ
と
が
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
古
今
の
艶
詩
を
手
が
る
に
よ
め
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
麗
人
た
ち
は

『

玉
台
新
詠』

十
巻
を
つ
く
っ
た
、
と
の
べ
る
の

が
、
つ
ぎ
の

｢
於
是
燃
脂
瞑｣

以
下
の
四
句
で
あ
る
。｢

燃
脂
瞑
写
、
弄
筆
晨
書｣

の
聯
は
、
同
内
容
を
並
列
さ
せ
た

(

夜
も
朝
も)

正
対
と
も
と
れ
る
し
、
時
間
が
経
過
し
て
い
る

(

夜
か
ら
朝
へ)

流
水
対
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

つ
ぎ
の

｢

選
録
艶
歌
、
凡
為
十
巻｣

二
句
中
の

｢

艶
歌｣

の
語
は
、『

玉
台
新
詠』

の
内
容
か
ら
み
れ
ば
、
あ
き
ら
か
に
艶
詩

(

宮
体
詩)

の
こ
と
と
し
て
よ
い
。｢

艶｣

字
に
、
こ
の
詩
集
の
性
格
が
つ
く
さ
れ
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う

｢

歌｣

字
に
注
目
す
れ
ば
、

音
楽
に
の
せ
る
歌
辞
と
も
解
せ
る
。
じ
っ
さ
い
、
そ
う
し
た
目
で

『

玉
台』

収
録
作
を
み
わ
た
し
て
み
れ
ば
、
楽
府
の
作
が
た
い
へ

ん
お
お
い
し
、
ま
た
序
文
中
の
麗
人
も
、｢

彼
女
ら
は
、
音
楽
家
が
兄
弟
だ
っ
た
の
で
、
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
歌
を
ま
な
ん
で
き
た
し
、

陽
阿
の
家
で
成
長
し
た
の
で
、
も
と
か
ら
舞
い
だ
っ
て
お
ど
れ
る
。
だ
か
ら
琵
琶
の
新
曲
は
、
石
崇
に
依
頼
す
る
必
要
が
な
い
し
、

箜く

篌ご

の
雑
曲
も
、
曹
植
に
つ
く
っ
て
も
ら
う
こ
と
も
な
い｣

(

弟
兄
協
律
、
生
小
学
歌
、
少
長
陽
阿
、
由
来
能
舞
。
琵
琶
新
曲
、
無

待
石
崇
、
箜
篌
雑
引
、
非
関
曹
植)

な
ど
と
、
そ
の
音
楽
や
歌
辞
の
才
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
点
に
注
目
し
て
、
こ
の

『

玉
台』

を
た
ん
な
る
詩
集
で
な
く
、
楽
府
歌
辞
の
集
だ
っ
た
ろ
う
と
か
ん
が
え
る
研
究
者

(

劉
躍
進
氏
が
代
表
だ)

も
す
く
な
く

な
い
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
の

｢

曾
無
参
於
雅
頌
、
亦
靡
濫
於
風
人｣

の
聯
は
、｢

参｣
を

｢
忝｣

に
つ
く
る
テ
キ
ス
ト
も
あ
っ
て
、
な
か
な
か
解
釈
が

む
つ
か
し
い
。
こ
の
二
句
、｢

雅
頌｣

は

『

詩
経』

の
雅
頌
、｢

風
人｣
は

『
詩
経』

国
風
の
詩
人
の
意
で
あ
り
、
要
す
る
に
麗
人
た

ち
が
あ
つ
め
た
艶
詩
を
、『

詩
経』

の
詩
と
比
較
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
た
だ
問
題
な
の
は
、｢

無
参｣

と

｢

靡
濫｣

の
解
釈
が
困
難
な
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の
で
、
で
き
あ
が
っ
た

『

玉
台』

が
古
典
た
る

『

詩
経』

と
ど
う
い
う
関
係
だ
と
い
っ
て
い
る
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ

と
だ
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
聯
は
お
そ
ら
く
同
趣
旨
を
叙
し
た
正
対
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の

『

玉
台
新
詠』

の
書
は
、『

詩
経』

と
ま

じ
り
あ
う
こ
と
も
、[

そ
の
尊
厳
さ
を]

み
だ
す
こ
と
も
い
っ
さ
い
あ
り
え
な
い
、[

だ
か
ら
非
難
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
は
ず
だ]

と

い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
徐
陵
は
、『

玉
台』

の
無
害
さ
を
主
張
し
て
、
梁
武
帝
を
は
じ
め
と
す
る
艶
詩
批
判
派
に
弁

解
を
し
て
い
る
の
だ
と
お
も
う
。
こ
の
二
句
に
対
し
、『

駢
文
選』

は

｢

雅
頌
に
預あ
ず

か
る
無
し
と
雖
も
、
但
だ
亦
た
未
だ
詩
人
の
温

柔
敦
厚
の
旨
の
範
囲
を
溢い

っ

出
し
ゅ
つ
せ
ざ
る
を
謂
う｣

と
解
し
、
ま
た

『

朱』

は

｢

上
は
雅
頌
に
お
よ
ば
な
い
が
、
下
は
風
の
尺
度
を
こ

え
て
は
い
な
い｣

と
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
と
も
に
、『

玉
台』

は
雅
頌
に
お
よ
ば
ぬ
詩
集
だ
が
、
し
か
し
世
間
に
害
毒
を
な

が
す
ほ
ど
の
も
の
で
も
な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
私
の
理
解
と
ほ
ぼ
お
な
じ
も
の
で
あ
る
。

か
く
解
し
て
こ
そ
、
つ
ぎ
の

｢

�
渭
之
間
、
若
斯
而
已｣

二
句
に
ス
ム
ー
ズ
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
。
こ
こ
の

｢

�
渭｣

の
語
は
、

『

詩
経』

�
風
谷
風
に
由
来
し
て
お
り
、
に
ご
っ
た
�
水
と
す
ん
だ
渭
水
の
こ
と
を
い
う
。
こ
の
両
水
が
合
流
す
る
地
点
で
は
、
水

流
の
清
濁
ぶ
り
が
明
瞭
に
な
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
語
は
ふ
つ
う
清
濁
や
善
悪
の
別
が
あ
き
ら
か
な
こ
と
の
喩
と
し
て
つ
か
う
。
つ
ま

り
、
こ
の
�
水
と
渭
水
の
よ
う
に
、『

玉
台』

は

『
詩
経』

と
あ
き
ら
か
に
清
濁
が
ち
が
う
も
の
で
あ
り
、
け
っ
し
て
ま
じ
り
あ
っ

た
り
、
悪
影
響
を
あ
た
え
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
の
だ
、
と
い
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
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第
六
段

ひ
ま
つ
ぶ
し
の
具

於
是

麗
以
金
箱
、

三
台
妙
跡
、
龍
伸
蠖
屈
之
書
、

高
楼
紅
粉
、
仍
定
魚
魯
之
文
、

霊
飛
六
甲
、
高
檀
玉
函
、

装
之
宝
軸
。

五
色
華
箋
、
河
北
膠
東
之
紙
。

辟
悪
生
香
、
聊
防
羽
陵
之
蠧
。

鴻
烈
仙
方
、
長
推
丹
枕
。

至
如

青
牛
帳
裏
、
余
曲
既
終
、
方
当

開
茲
縹
帙
、

永
対
玩
於
書
幃
、

朱
鳥
窗
前
、
新
妝
已
竟
、

散
此
絛
縄
、

長
迴
圏
於
繊
手
。

豈
如

�
学
春
秋
、
儒
者
之
功
難
習
、
固
勝

西
蜀
豪
家
、
託
情
窮
於
魯
殿
、

竇
専
黄
老
、
金
丹
之
術
不
成
。

東
儲
甲
観
、
流
詠
止
於
洞
簫
。

�
彼
諸
姫
、
聊
同
棄
日
。

猗
歟
�
管
、
無
或
譏
焉
。

そ
こ
で
黄
金
の
箱
を
そ
な
え
、
宝
玉
の
軸
で
巻
物
に
し
た
て
た
。
蔡
�
を
お
も
わ
す
妙
跡
は
、
龍
伸
や
蠖か

く

屈く
つ

の
書
体
を
駆

使
し
、
石
虎
が
つ
か
っ
た
と
い
う
五
色
の
華
箋
は
、
河
北
や
膠
東
の
紙
で
で
き
た
も
の
。
高
殿
の
美
女
を
お
も
わ
す
麗
人
は
、

魯
魚
の
誤
り
に
留
意
し
て
書
写
し
て
き
た
し
、
悪
気
を
は
ら
う
芸
香
は
、
書
庫
に
い
る
紙
魚
を
ふ
せ
い
で
く
れ
る
は
ず
。
西

王
母
か
ら
さ
ず
け
ら
れ
た

｢

霊
飛
六
甲｣

の
書
の
よ
う
に
、
玉
函
に
い
れ
て
高
所
に
秘
し
、
劉
安
が
も
っ
て
い
た

｢

鴻
宝
仙

方｣

の
ご
と
く
、
ず
っ
と
あ
か
い
枕
の
な
か
に
か
く
し
て
お
く
。

青
牛
が
刺
繍
さ
れ
た
帳
の
な
か
で
曲
を
奏
し
お
え
た
こ
ろ
、
朱
鳥
の
南
向
き
の
窓
辺
で
化
粧
が
お
わ
っ
た
あ
と
、
そ
う
し

た
時
刻
に
な
る
と
、
麗
人
た
ち
は
こ
の
艶
詩
集
の
書
帙
を
あ
け
、
そ
の
紐
を
ほ
ど
く
。
そ
し
て
書
斎
で
な
が
い
こ
と
な
で
ま
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わ
し
、
繊
手
で
い
つ
ま
で
も
め
く
り
つ
づ
け
る
の
だ
。

こ
の

『

玉
台』

の
書
た
る
や
、
�
后
は

『

春
秋』

を
ま
な
ん
で
も
、
儒
者
と
し
て
の
功
業
を
完
成
で
き
な
か
っ
た
し
、
竇

后
も
黄
老
を
こ
の
ん
で
も
、
長
生
の
術
を
修
得
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
ほ
ど
は
難
解
な
も
の
で
な
い
。
ま
た
西
蜀
の
権
門

で
も
、
せ
い
ぜ
い
侍
婢
に

｢

魯
霊
光
殿
の
賦｣

を
誦
読
さ
せ
る
ほ
ど

[

の
ぜ
い
た
く]

に
す
ぎ
な
か
っ
た
し
、
ま
た
東
宮
の

宮
殿
で
も
、
せ
い
ぜ
い

｢

洞
篇
賦｣

を
誦
さ
せ
る
ほ
ど

[

の
気
ば
ら
し]

に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
よ
り
は
ず
っ
と
た
の

し
く
よ
め
る
も
の
だ
。

う
つ
く
し
い
麗
人
た
ち
が
、
こ
れ
で
ち
ょ
っ
と
ひ
ま
つ
ぶ
し
を
し
よ
う
と
す
る
の
だ
。
あ
ぁ
、
あ
の
赤
筆
を
も
っ
た
女
史

も
、
こ
れ
を
そ
し
る
こ
と
は
な
さ
る
ま
い
。

こ
の
第
六
段
は
、
完
成
し
た

『
玉
台
新
詠』

の
意
義
を
か
た
っ
た
部
分
で
あ
る
。
そ
れ
は

｢

う
つ
く
し
い
麗
人
た
ち
が
、
こ
れ
で

ち
ょ
っ
と
ひ
ま
つ
ぶ
し
を
し
よ
う
と
す
る｣

と
い
う
も
の
だ
。
現
代
ふ
う
に
い
え
ば
、
恋
愛
も
の
の
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
ぐ
ら
い
の
意
義

と
い
う
と
こ
ろ
か
。
拍
子
ぬ
け
す
る
よ
う
な
発
言
で
は
あ
る
が
、
艶
詩
集
の
意
義
を
か
た
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
い
い
え
て
妙
と
い

う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て

｢

麗
以｣

の
聯
は
、
麗
人
が
か
き
う
つ
し
た

『
玉
台』

の
原
稿
を
、
丁
重
に
と
り
あ
つ
か
う
よ
う
す
を
叙
し
た
も
の
。｢

麗

以
金
箱｣

句
の

｢

麗｣

は
訳
し
に
く
い
が
、
附
著
の
意
で
、
所
蔵
用
の
黄
金
の
箱
を
と
り
よ
せ
、『

玉
台』

原
稿
の
そ
ば
に
お
い
た
、

ぐ
ら
い
の
意
だ
ろ
う
。｢

装
之
宝
軸｣

句
は
高
級
な
軸
木
に
原
稿
を
ま
き
つ
け
る
と
い
う
こ
と
で
、
つ
ま
り
巻
物
に
し
た
て
た
こ
と
。

こ
の
二
句
に
よ
っ
て
、
所
蔵
用
と
し
て
と
り
よ
せ
た
黄
金
の
箱
と
、
書
巻
じ
た
て
に
表
装
さ
れ
た
原
稿

(

十
巻)

と
が
、
麗
々
し
く

机
上
に
お
か
れ
て
い
る
の
が
イ
メ
ー
ジ
で
き
よ
う
。

｢

三
台｣

云
々
と

｢

高
楼｣

云
々
の
二
聯
は
、
で
き
あ
が
っ
た
書
巻
た
る

『
玉
台
新
詠』

の
り
っ
ぱ
さ
を
称
賛
し
た
も
の
。｢

三
台
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妙
跡｣

句
は
諸
注
が
い
う
よ
う
に
、
三
台
の
官
を
歴
任
し
た
蔡
�
の
妙
な
る
筆
跡
の
こ
と
を
い
う
。
後
漢
の
ひ
と
蔡
�
は
、
書
の
名

人
と
し
て
も
著
名
だ
っ
た
。｢

龍
伸
蠖
屈
之
書｣

の

｢

龍
伸｣

｢

蠖
屈｣

は
と
も
に
書
体
を
い
う
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
麗
人
の
か
き

う
つ
し
た
筆
跡
が
、
蔡
�
の
書
を
お
も
わ
す
ほ
ど
た
く
み
だ
っ
た
と
い
う
意
。『

駢
文
選』

や

『

猪
口』

は
、
こ
の

｢

三
台
妙
跡｣

に
つ
い
て
、
漠
然
と
蔡
�
の
筆
跡
を
い
う
の
で
な
く
、
彼
が
書
し
た
熹
平
石
経
の
そ
れ
を
い
う
と
す
る
が
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。
い
っ

ぽ
う

｢

五
色
華
箋｣

句
は
、『

石
虎
�
中
記』

の

｢

石
虎
詔
書
以
五�

色�

紙
、
著
鳳
雛
口
中｣

(

石
虎
は
詔
書
を
五
色
の
紙
で
か
き
、
鳳

雛
の
口
に
く
わ
え
さ
せ
た
、
の
意)

を
ふ
ま
え
る
よ
う
だ
。｢

華
箋｣

は
は
な
や
か
な
箋
紙
の
意
。｢

河
北
膠
東
之
紙｣

句
の｢

河
北｣

と

｢

膠
東｣

と
は
、『
駢
文
選』

に
よ
る
と

｢

皆
な
当
時
の
紙
を
産
す
る
区
な
り｣

と
い
う
。

つ
ぎ
の
聯
の

｢

高
楼
紅
粉
、
仍
定
魚
魯
之
文｣

二
句
は
、｢

古
詩
十
九
首｣

第
二
首
と

『

抱
朴
子』

遐
覧
に
、
そ
し
て

｢

辟
悪
生

香
、
聊
防
羽
陵
之
蠧｣

二
句
は
、『
魚
豢
典
略』

と

『

穆
天
子
伝』

に
、
そ
れ
ぞ
れ
典
拠
が
み
え
る
と
諸
注
が
指
摘
し
て
い
る
。
そ

れ
ら
を
ふ
ま
え
れ
ば
、｢

高
楼
紅
粉｣
は
、
高
殿
で
紅
粉
を
こ
ら
し
た
女
性
、
つ
ま
り
麗
人
た
ち
を
さ
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た

｢

魚
魯
之
文｣

は
い
わ
ゆ
る

｢

魯
魚
の
誤
り｣
の
こ
と
で
、
伝
写
の
さ
い
の
書
き
ま
ち
が
い
。
ま
た

｢

羽
陵
之
蠧｣

は
書
庫
で
書
物

を
く
い
あ
ら
す
紙
魚
を
さ
す
。
こ
の

｢

高
楼｣
云
々
の
聯
は
、
前
二
句
で
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
さ
し
、
後
二
句
で
こ
れ
か
ら
の
予
測

を
い
う
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
過
去
と
未
来
と
を
対
応
さ
せ
た
隔
句
対
で
あ
る
。

た
だ
し
、
ユ
ニ
ー
ク
な
解
釈
を
す
る

『

朱』

は
こ
こ
で
も
、｢

高
楼｣

は

｢

高
案｣

の
誤
り
で
あ
り
、｢

紅
粉｣

も
字
句
を
修
正
す

る
鉛
粉

(

消
し
ゴ
ム
の
用
途
を
は
た
す)

の
意
だ
と
す
る

(『
校
箋』

も
、｢

紅
粉｣

を

｢

鉛
粉｣

に
つ
く
る
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
と
指

摘
す
る)

。
そ
し
て
二
句
を

｢

高
机
に
秘
蔵
し
た
紅
鉛
で
、
魯
魚
の
誤
り
を
修
正
す
る｣

と
解
し
て
い
る

(

牛
継
清
・
紀
健
生

｢

玉

台
新
詠
是
張
麗
華
所
撰
録
�

従
文
献
学
角
度
看
玉
台
新
詠
為
麗
華
所
撰
録
考｣

〈｢

淮
北
煤
炭
師
範
学
院
学
報｣

二
〇
〇
六
―

四〉

も
、
お
な
じ
解
釈
を
す
る)

。
た
し
か
に
こ
う
解
す
る
と
、
下
二
句

｢

悪
気
を
は
ら
う
芸
香
で
、
書
庫
に
い
る
紙
魚
を
ふ
せ
ぐ｣
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の
意
と
、
内
容
的
に
う
ま
く
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
一
理
あ
る
解
釈
な
の
で
、
一
説
と
し
て
あ
げ
て
お
こ
う

(

た
だ

し
、
い
ち
お
う
は
旧
来
の
注
釈
で
訳
し
て
お
い
た)

。

｢
霊
飛｣

云
々
の
聯
は
、『

玉
台』

を
だ
い
じ
に
し
ま
っ
て
お
く
こ
と
を
い
う
。
こ
こ
の

｢

霊
飛
六
甲｣

と

｢

鴻
烈
仙
方｣

は
、
と

も
に
道
教
関
係
の
書
物
を
さ
す
。
も
ち
ろ
ん『

玉
台』

を
、
そ
れ
ら
の
道
家
秘
伝
の
書
に
擬
し
て
い
る
わ
け
だ
。
ま
ず｢

霊
飛
六
甲
、

高
檀
玉
函｣
二
句
は
、『

漢
武
内
伝』

の

｢

武
帝
受
西
王
母
真
刑
六�

甲�

雲�

飛�

十
二
事
。
帝
盛
以
黄
金
、
封
以
白
玉
凾
、
珊
瑚
為
床
、

紫
錦
為
帷
、
安
着
柏
梁
台
上｣

(

武
帝
は
西
王
母
の

『

真
刑
六
甲
雲
飛
十
二
事』

を
さ
ず
か
っ
た
。
そ
こ
で
武
帝
は
、
そ
の
書
を
黄

金
で
か
ざ
り
た
て
、
封
以
白
玉
の
箱
に
い
れ
、
珊
瑚
の
床
に
お
き
、
紫
錦
の
帷
で
お
お
い
、
柏
梁
台
に
安
置
し
た
、
の
意)

に
依
拠

し
た
も
の
だ
ろ
う
。｢

高
檀｣
の

｢

檀｣

は

｢

壇｣

に
通
じ
、
た
か
い
場
所
に
お
い
て
独
占
す
る
の
意
と
解
し
た
。

い
っ
ぽ
う

｢

鴻
烈
仙
方
、
長
推
丹
枕｣

二
句
は
、『

漢
書』

楚
元
王
伝
の

｢

上
復
興
神
僊
方
術
之
事
。
而
淮�

南�

有�

枕�

中�

鴻�

宝�

苑�

秘�

書�｣
(

武
帝
は
神
仙
や
方
術
を
再
興
さ
せ
た
が
、
淮
南
の
地
に

『

枕
中
鴻
宝
苑
秘
書』

と
い
う
書
物
が
あ
っ
た
、
の
意)

を
ふ
ま
え

よ
う
。
そ
こ
の
顔
師
古
注
に
、｢

こ
の
書
は
枕
中
に
か
く
す
の
だ
が
、
そ
れ
は
し
ま
っ
て
お
い
て
他
に
も
ら
さ
な
い
の
で
あ
る｣

と

あ
る
。｢

長
推
丹
枕｣

句
は
こ
の
顔
師
古
の
注
に
依
拠
し
て
、｢

丹
枕
の
な
か
に
ず
っ
と
か
く
し
て
お
く｣

の
意
だ
ろ
う
。

つ
づ
く

｢

至
如
青
牛｣

云
々
の
三
聯
は
、
お
お
づ
か
み
に
い
う
と

｢

至
如
…
Ａ
…
、
方
当
…
Ｂ
…｣

(

…
Ａ
の
如
き
に
至
り
て
は
、

方
に
当
に
…
Ｂ
…
す
べ
し｣

の
構
文
だ
ろ
う
。
初
一
聯
が
Ａ
に
、
つ
づ
く
二
つ
の
聯
が
Ｂ
に
該
当
す
る
。
麗
人
た
ち
が
、
完
成
し
た

『

玉
台』

を
愛
読
し
て
い
る
よ
う
す
を
叙
し
た
も
の
で
あ
る
。
は
じ
め
の

｢

青
牛
帳
裏
、
余
曲
既
終｣

二
句
は
右
の
訳
文
の
と
お
り

で
問
題
な
い
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
に
は
お
そ
ら
く
老
子
が
青
牛
に
の
っ
て
た
ち
さ
っ
た
と
い
う
伝
説

(『

列
仙
伝』

な
ど)

も
、
揺
曳

し
て
い
よ
う
。
お
な
じ
く

｢

朱
鳥
窗
前
、
新
妝
已
竟｣

二
句
の
奥
に
も
、
西
王
母
が
漢
武
帝
の
も
と
に
や
っ
て
き
た
と
き
、
東
方
朔

が
朱
鳥
�(

南
向
き
の
窓)

か
ら
、
西
王
母
の
姿
を
の
ぞ
き
見
し
て
い
た
と
い
う
話
柄

(『

漢
武
故
事』

な
ど)

が
、
ち
ら
ほ
ら
し
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て
い
る
よ
う
だ
。

つ
づ
く

｢

開
茲｣

の
聯
は
麗
人
が
書
巻
を
ひ
ら
く
よ
う
す
、｢

永
対
玩｣

の
聯
は
よ
み
ふ
け
っ
て
い
る
よ
う
す
を
、
そ
れ
ぞ
れ
え

が
い
た
も
の
。
内
容
的
に
は
特
段
の
典
拠
も
な
く
、
そ
れ
ほ
ど
困
難
な
字
句
で
は
な
い
。
た
だ
両
聯
と
も
厳
密
に
い
え
ば
、
同
内
容

の
並
列
で
な
く
、
時
間
的
経
過
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る

(

前
聯
は

｢

ま
ず
帙
を
あ
け
る

↓

そ
れ
か
ら
紐
を
ほ
ど
く｣

。
後

聯
は

｢

ま
ず
書
を
な
で
ま
わ
す

↓

そ
れ
か
ら
よ
み
ふ
け
る｣)

。
す
る
と
正
対
で
は
な
く
、
流
水
対
と
み
な
す
べ
き
か
も
し
れ
な

い
。つ

ぎ
の

｢

豈
如
�
学｣
云
々
の
聯
は
、『

玉
台』

の
書
は

『

春
秋』

や
黄
老
の
書
を
ま
な
ぶ
よ
り
容
易
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。｢

�

学
春
秋｣

句
は
、
後
漢
の
和
帝
の
妃
と
な
っ
た
�
皇
后
が
、
年
少
の
こ
ろ
か
ら
史
書
や
経
書
を
こ
の
ん
だ
こ
と
を
い
う
か

(『

後
漢

書』

巻
十
上
和
熹
�
皇
后)

。
だ
が
下
句

｢

儒
者
之
功
難
習｣

の
典
拠
は
未
詳
。
お
な
じ
く

｢

竇
専
黄
老｣

は
、
前
漢
景
帝
の
母
の

竇
皇
后
が
黄
老
を
こ
の
ん
だ
こ
と
を
さ
す
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
下
句

｢

金
丹
之
術
不
成｣

の
典
拠
は
、
や
は
り
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

｢

固
勝
西
蜀｣

云
々
の
聯
は
、『

玉
台』
を
よ
む
こ
と
は
、
王
延
寿

｢

魯
霊
光
殿
賦｣

や
王
褒

｢

洞
簫
賦｣

を
誦
読
す
る
こ
と
よ
り

も
、
も
っ
と
た
の
し
い
こ
と
だ
、
の
意
だ
ろ
う
。｢
西
蜀
豪
家
、
託
情
窮
於
魯
殿｣

二
句
は
、
三
国
蜀
の
ひ
と
劉
�
は
、
贅
沢
ず
き

で
豪
奢
な
生
活
を
お
く
っ
た
が
、
そ
の
一
環
と
し
て
侍
女
た
ち
に
王
延
寿

｢

魯
霊
光
殿
賦｣

を
お
し
え
、
誦
読
さ
せ
た
と
い
う
典
拠

を
ふ
ま
え
て
い
る
。｢

託
情｣

は
お
も
い
を
よ
せ
る
、
心
を
あ
る
事
が
ら
に
か
た
む
け
る
、
ぐ
ら
い
の
意
。
こ
れ
に
対
す
る

｢

東
儲

甲
観
、
流
詠
止
於
洞
簫｣

二
句
は
、
前
漢
の
元
帝
が

｢

東
儲｣

(
東
宮)

の

｢

甲
観｣

(

り
っ
ぱ
な
宮
殿)

に
い
た
と
き
、
後
宮
の
貴

人
に
命
じ
て
王
褒

｢

洞
篇
賦｣

を
誦
じ
さ
せ
た
話
柄
を
ふ
ま
え
る
。｢
固
勝｣

は
、『

玉
台』

を
よ
み
ふ
け
る
こ
と
は
、
そ
う
し
た
劉

�
や
元
帝
の
行
い
よ
り
も
、
も
っ
と
贅
沢
で
た
の
し
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。｢

流
詠｣

(

詠
を
流
す)

は

｢

託
情｣

と
対
を
な
し
、

｢

詩
賦
な
ど
を
誦
じ
る｣

の
意
で
あ
る
。
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最
後
の｢

�
彼
諸
姫
、
聊
同
棄
日
�
猗
歟
�
管
、
無
或
譏
焉｣

四
句
は
、
お
そ
ら
く
対
偶
だ
ろ
う
。
や
や
バ
ラ
ン
ス
が
わ
る
い
が
、

隔
句
対
と
み
な
し
て
お
く
。
こ
こ
は
詩
序
の
末
尾
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
た
の
だ
ろ
う
、
経
書
た
る

『

詩
経』

の
語
彙
を
多
用
し
な

が
ら
、
格
調
た
か
く
ま
と
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
ず

｢

�
彼
諸
姫｣

句
は
、
�
風
泉
水
の

｢

��

彼�

諸�

姫�

、
聊
与
之
謀｣

(

あ
の
か

わ
い
い
侍
女
た
ち
、
彼
女
ら
と
相
談
し
よ
う
、
の
意)

と
あ
る
の
を
つ
か
っ
た
も
の
。
ま
た

｢

猗
歟
�
管｣

句
は
、
周
頌
潜
の

｢

猗�

与�

漆
沮
、
潜
有
多
魚｣

(

あ
あ
漆
水
と
沮
水
、
そ
こ
の
仕
か
け
に
魚
が
た
く
さ
ん
か
か
っ
た
、
の
意)

の
用
例
と
、
�
風
静
女
の

｢

静
女
其
�
、
貽
我
��

管�｣
(

し
と
や
か
な
娘
は
か
わ
い
ら
し
い
。
そ
の
娘
が
私
に
赤
筆
を
く
れ
た
、
の
意)

の
用
例
と
を
く
み
あ
わ

せ
て
造
句
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
二
句
目
の

｢

棄
日｣

の
語
が
、
司
馬
相
如

｢

子
虚
上
林
賦｣

の

｢

朕
以
覧
聴
余
�
、
無
事
棄�

日�｣

(

朕
は
政
治
を
み
る
余
暇
に
、
な
に
も
せ
ず
無
為
に
日
々
を
す
ご
し
て
し
ま
っ
た
、
の
意)

を
典
拠
に
し
て
い
る
こ
と
だ
。
こ
れ
は
、

天
子
が
反
省
す
る
場
面
で
あ
り
、
こ
こ
の

｢

棄
日｣

は

｢

無
為
に
日
々
を
す
ご
す｣

と
い
う
わ
る
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
お
び
て
い
る
。

徐
陵
は
あ
え
て
そ
の
語
を
も
ち
い
、
さ
ら
に
末
尾
に

｢

無
或
譏
焉｣

(

赤
筆
を
も
っ
た
女
史
も
、
た
ぶ
ん
そ
し
る
こ
と
は
な
さ
る
ま

い)

と
卑
下
し
た
こ
と
ば
を
叙
し
て
、
こ
の
序
文
を
お
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
一
篇
の
お
わ
り
か
た
、
つ
ま
り

｢

こ
の
詩

集
は
価
値
が
あ
る
の
だ｣

と
い
う
自
信
め
い
た
表
現
で
な
く
、
願
望
ま
じ
り
で

｢

こ
れ
を
そ
し
る
こ
と
は
な
さ
る
ま
い｣

と
よ
わ
よ

わ
し
く
お
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
、『

玉
台
新
詠』

と
い
う
詩
集
の
た
ち
位
置
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
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Ⅱ

文
章
考
察

第
一
章

巧
緻
な
修
辞

｢

Ⅰ

札
記｣

で

｢
玉
台
新
詠
序｣

の
文
章
を
読
解
し
て
き
た
。
そ
の
文
章
は
、
対
偶
や
典
故
を
多
用
し
た
美
的
な
行
文
で
あ
る

こ
と
が
、
わ
か
っ
た
よ
う
に
お
も
う
。
も
っ
と
も
、｢

玉
台
新
詠
序｣

が
整
斉
た
る
美
文
で
あ
る
こ
と
は
、
い
ま
さ
ら
い
う
ま
で
も

な
い
こ
と
だ
。
じ
っ
さ
い
、
こ
の
作
は
古
来
、
六
朝
美
文
の
代
表
作
と
し
て
、
お
お
く
の
賛
辞
を
さ
さ
げ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
こ
の

｢

Ⅱ

文
章
考
察｣

で
は
そ
う
し
た
過
去
の
定
説
を
ふ
ま
え
つ
つ
、｢

玉
台
新
詠
序｣

の
文
章
は
、
美
文
は
美
文
で
あ
る
に
し
て
も
、

ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
た
美
文
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
意
義
を
有
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
よ
り
精
細
な
考
察
を
し
て
ゆ
き
た

い
と
お
も
う
。

ま
ず

｢

玉
台
新
詠
序｣

の
美
文
ぶ
り
を
、
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
当
該
の
作
の
美
文
ぶ
り
は
、
な
に
に
よ
っ
て
確
認
で

き
る
か
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
文
中
に
ほ
ど
こ
さ
れ
た
表
現
技
巧
、
つ
ま
り
対
偶
や
典
故
等
の
修
辞
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

で
あ
ろ
う
。
で
は
、
そ
う
し
た
修
辞
が
ほ
ど
こ
さ
れ
た
例
と
し
て
、
第
二
段
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
行
文
を
み
て
み
よ
う
。

至
若

寵
聞○

長
楽●

、
陳
后●

知
而
不
平○

、
至
如

東
鄰○

巧
笑●

、
来
侍
寝●

於
更
衣○

、

画
出●

天
仙○

、
閼
氏○

覧
而
遥
�●

。

西
子●

微
顰○

、
得
横
陳○

於
甲
帳●

。
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陪
游○

�
娑●

、
騁
繊
腰○

於
結
風○

、

妝
鳴
�○

之
薄
鬢●

、

反
挿●

金
鈿○

、

南
都○

石
黛●

、
最
発●

双
蛾○

、

長
楽●

鴛
鴦○

、
奏
新
声○

於
度
曲●

。

照
墮
馬●

之
垂
鬟○

。

横
抽○

宝
樹●

。

北
地●

燕
支○

、
偏
開○

両
靨●

。

亦
有

嶺
上●

仙
童○

、
分
丸○

魏
帝●

、

金
星○

将
�
女●

争
華○

、

驚
鸞○

冶
袖●

、
時
飄○

韓
掾●

之
香○

、

腰
中○

宝
鳳●

、
授
暦●

軒
轅○

。

麝
月●

与
蟐
蛾○

競
爽●

。

飛
燕●

長
裾○

、
宜
結●

陳
王○

之
佩●

。

そ
の
麗
人
た
る
や
、
天
子
の
寵
愛
ぶ
り
が
長
楽
宮
に
き
こ
え
る
と
、
陳
后
は
胸
さ
わ
ぎ
を
お
ぼ
え
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た
肖

像
画
が
仙
女
よ
り
美
麗
に
え
が
か
れ
れ
ば
、
閼え

ん

氏し

も
遠
地
か
ら
嫉
妬
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
東
鄰
の
美
女
ほ
ど
笑
顔
が
か
わ

い
け
れ
ば
、
天
子
の
更
衣
室
に
は
べ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
し
、
西
施
の
ご
と
き
愁
い
顔
を
つ
く
れ
ば
、
豪
華
な
帳
中
の
寝
所
に

よ
こ
た
わ
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

彼
女
ら
は
、
�

そ
う

娑さ

宮
き
ゅ
う
の
宴
遊
に
お
と
も
し
て
は
、
結
風
の
曲
を
バ
ッ
ク
に
細
腰
を
く
ね
ら
せ
、
鴛え
ん

鴦お
う

殿で
ん

の
嘉
宴
に
の
ぞ
ん

で
は
、
作
曲
に
あ
わ
せ
て
新
声
を
奏
す
る
。[

頭
髪
の
ほ
う
は]

�
せ
ん

羽う

の
よ
う
な
鬢
髪
を
よ
そ
お
い
、
墮だ

馬ば

の
ご
と
き
垂す
い

鬟か
ん

を
か
が
や
か
し
、
ま
た
金き
ん

鈿で
ん

を
さ
か
さ
に
さ
し
、
宝ほ
う

笄け
い

は
横
か
ら
と
び
だ
し
て
い
る
。[

顔
面
の
ほ
う
は]

南
都
の
石
黛
が
、

蛾が

眉び

を
は
っ
き
り
う
き
あ
が
ら
せ
、
北
地
の
燕え
ん

脂じ

が
、
両
�
の
え
く
ぼ
を
き
わ
だ
た
せ
て
い
る
。

そ
の
舞
姿
は
、
魏
文
帝
に

[

身
が
か
る
く
な
る]

丸
薬
を
あ
た
え
た
と
い
う
嶺
上
の
仙
童
を
お
も
わ
せ
、
吹
奏
ぶ
り
は
、

黄
帝
に
暦
を
献
上
し
た
と
い
う
、
腰
に
笛
筒
を
さ
し
た
�

れ
い

綸り
ん

が
想
起
さ
れ
る
。
ま
た

[

歌
舞
を
な
す]

麗
人
の
金
星

(

妝
飾

具)

は
、
�ぶ

女じ
ょ

星せ
い

と
華
麗
さ
を
あ
ら
そ
う
か
の
よ
う
だ
し
、
麝じ
ゃ

月げ
つ(

妝
飾
具)

は
蟐
蛾

(

月)

と
美
し
さ
を
き
そ
う
ほ
ど
。

驚
鸞

(

お
ど
ろ
い
て
と
び
た
つ
鸞)

の
よ
う
に
ゆ
れ
る
華
麗
な
舞
装
束
の
袖
か
ら
は
、
と
き
に
韓
寿
の
香
が
た
だ
よ
い
だ
し

た
か
と
お
も
わ
れ
、
と
び
か
う
燕
の
よ
う
に
軽
快
に
う
ご
く
裳
裾
に
は
、
曹
植
の
玉
佩
を
む
す
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う
。

右
は
、
玉
台
に
す
ま
う
麗
人
た
ち
の
美
し
さ
を
叙
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
を
例
に
し
な
が
ら
、｢

玉
台
新
詠
序｣

に
ち
り
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ば
め
ら
れ
た
各
種
の
修
辞
技
巧
を
み
て
ゆ
こ
う
。

ま
ず
は
一
見
し
て
わ
か
り
や
す
い
四
六
、
対
偶
、
平
仄
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
は
じ
め
に
四
六
。
各
句
の
字
数
を
み
て
み
る
と
、

全
三
十
句
の
う
ち
四
字
句
が
十
八
句
、
六
字
句
が
十
句
、
そ
し
て
七
字
句
が
二
句
で
あ
り
、
四
六
つ
ま
り
四
字
句
と
六
字
句
が
、
こ

の
部
分
の
93
％
を
し
め
て
い
る
。
つ
ぎ
に
対
偶
。｢

至
若｣

｢

至
如｣

｢

亦
有｣

な
ど
の
句
端
の
辞

(『

文
鏡
秘
府
論』

北
巻
を
参
照)

を
の
ぞ
き
、
す
べ
て
の
句
が
対
偶
を
構
成
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
に
関
し
て
は
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
な
整
斉
ぶ
り
で
あ
る
。
ま
た
平
仄
に

お
い
て
は
、
平
を
し
め
す
○
と
仄
を
し
め
す
●
と
が
、
交
互
に
配
置
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
ろ
う
。
と
く
に
重
要
と
さ
れ
る
聯
中
の

両
末
字
の
平
仄
で
は
、
例
外
な
く
○
と
●
と
が
対
置
さ
れ
て
お
り

(

句
中
の

｢

腰｣

が
違
反
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
違
反
は
平
仄

の
ル
ー
ル
と
し
て
は
軽
微
な
も
の
に
属
す
る)

、
徐
陵
の
周
到
な
音
声
へ
の
配
慮
が
う
か
が
え
る
。

｢

玉
台
新
詠
序｣

全
体
で
み
る
と
、
四
六
句
は
全
百
六
十
二
句
中
の
百
五
十
九
句
を
し
め
、
四
六
率
は
98
％
。
対
偶

(

隔
句
対
も

ふ
く
む)

を
構
成
す
る
句
は
、
全
句
中
の
百
五
十
六
句

(

対
偶
の
数
は
52
聯)

を
し
め
て
い
て
、
対
偶
率
は
96
％
。
聯
中
の
両
末
字

の
平
仄
は
、
全
五
十
二
聯
中
の
五
十
聯
が
諧
調
し
て
い
て
、
諧
調
率
は
96
％
。
こ
の
う
ち
、
も
っ
と
も
重
視
さ
れ
る
対
偶
率
の
96
％

は
、｢

文
賦｣

66
％
、｢

文
選
序｣

63
％
、｢

文
心
雕
龍
序
志｣

49
％
、｢

雕
虫
論｣

47
％
、｢

宋
書
謝
霊
運
伝
論｣

43
％
、｢

詩
品(

上)

序｣

42
％
な
ど
と
く
ら
べ
て
も
突
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
驚
異
的
な
高
率
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

つ
づ
い
て
典
故
を
み
て
み
よ
う
。
こ
の
典
故
は
四
六
や
対
偶
と
ち
が
っ
て
、
一
見
し
た
だ
け
で
は
そ
れ
と
わ
か
り
に
く
い
。
そ
の

た
め
、
す
こ
し

｢

Ⅰ

札
記｣

の
記
述
と
重
複
す
る
が
、
じ
っ
さ
い
に
典
故
の
字
句
や
そ
の
意
味
も
確
認
し
な
が
ら
、
典
故
利
用
法

を
吟
味
し
て
み
た
い
。

は
じ
め
の
二
聯
を
み
て
み
よ
う
。
ま
ず
初
二
句

｢

寵
聞
長
楽
、
陳
后
知
而
不
平｣

は
、
漢
武
帝
の
皇
后
だ
っ
た
陳
后
の
話
柄

(『

漢
書』

外
戚
伝)

を
ふ
ま
え
る
。
少
年
の
武
帝
か
ら

｢

も
し
彼
女
を
妻
に
し
た
ら
金
屋
に
す
ま
わ
せ
る｣

と
ま
で
し
た
わ
れ
た
陳
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后
だ
っ
た
が
、
立
后
後
は
、
驕
慢
さ
や
嫉
妬
ぶ
か
さ
の
た
め
に
、
后
位
を
廃
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
は
、
そ
う
し
た

[

后
位
を
廃

さ
れ
る
ま
え
の]

陳
后
を
不
安
が
ら
せ
る
ほ
ど
、
麗
人
は
天
子
か
ら
寵
愛
さ
れ
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

対
す
る

｢

画
出
天
仙
、
閼
氏
覧
而
遥
�｣

二
句
は
、
漢
の
高
祖
が
某
臣
の
陳
平
の
詭
計
に
よ
っ
て
、
匈
奴
の
冒
頓
単
于
の
包
囲
か

ら
の
が
れ
た

｢

平
城
の
恥｣

の
故
事

(『

漢
書』

高
帝
紀
下
応
劭
注)

を
ふ
ま
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
包
囲
さ
れ
た
な
か
で
、
陳
平

は
画
家
に
漢
の
美
女
の
肖
像
画
を
え
が
か
せ
、
こ
っ
そ
り
冒
頓
の
閼
氏

(

妻)

に
お
く
っ
た
。
そ
し
て

｢

漢
に
は
こ
ん
な
美
女
が
い

る
が
、
高
祖
は
い
ま
こ
の
美
女
を
冒
頓
に
お
く
っ
て
、
囲
み
を
と
い
て
も
ら
お
う
と
お
も
っ
て
い
る｣

と
い
わ
せ
た
。
す
る
と
閼
氏

は
、
そ
ん
な
美
人
を
お
く
ら
れ
た
ら
、
冒
頓
の

[

自
分
へ
の]

寵
が
お
と
ろ
え
る
と
危
惧
し
、
冒
頓
に
囲
み
の
一
角
を
と
く
よ
う
懇

願
し
た
。
こ
れ
を
い
れ
た
冒
頓
は
囲
み
を
と
い
た
の
で
、
高
祖
は
か
ろ
う
じ
て
脱
出
す
る
こ
と
が
で
き
た

と
い
う
話
で
あ
る
。

か
く
閼
氏
を
嫉
妬
さ
せ
る
漢
の
美
女
よ
り
も
、
も
っ
と
麗
人
は
う
つ
く
し
い
の
だ
、
と
い
う
の
が
こ
の
二
句
の
寓
意
で
あ
る
。

次
聯
の

｢

東
鄰
巧
笑｣

句
は
、
宋
玉
の
東
隣
に
す
む
美
女
の
話
を
典
拠
に
し
て
い
る

(

宋
玉

｢

登
徒
子
好
色
賦｣)

。
一
笑
す
れ
ば

貴
人
を
ま
ど
わ
す
こ
の
美
女
は
、
宋
玉
を
し
た
っ
て
牆
に
の
ぼ
っ
て
窃
視
す
る
こ
と
三
年
に
な
る
が
、
宋
玉
は
い
っ
さ
い
相
手
に
し

な
い
と
い
う
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
話
柄
で
あ
る
。
ま
た

｢
来
侍
寝
於
更
衣｣

句
の
ほ
う
は
、
漢
武
帝
が
衣
服
を
着
が
え
た
と
き
に
衛
子
夫

を
寵
愛
し
た
故
事

(『

史
記』

外
戚
世
家)

を
下
敷
き
に
し
て
い
る
。
こ
の
二
句
に
対
す
る

｢

西
子
微
顰｣

句
は
、
著
名
な

｢

顰ひ
そ

み

に
倣な

ら

う｣
(『

荘
子』

天
運)

の
故
事
を
ふ
ま
え
、
ま
た

｢
得
横
陳
於
甲
帳｣

句
で
は
、
宋
玉

｢

諷
賦｣

の

｢

内
�
�
兮
徂
玉
牀
、
横�

自
陳�

兮
君
之
旁｣

(

内
心
び
く
び
く
し
て
寝
所
に
ゆ
き
、
主
君
の
お
そ
ば
に
横
た
わ
る
、
の
意)

あ
た
り
を
意
識
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
。以

上
、｢

寵
聞｣

云
々
と

｢

東
鄰｣

云
々
の
二
つ
の
聯
に
使
用
さ
れ
た
典
故
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
こ
の
部
分
は
、
こ
う
し
た
天

子
や
美
女
ら
の
話
柄
を
点
綴
し
な
が
ら
、
艶
麗
に
し
て
豪
奢
な
雰
囲
気
を
だ
そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
以
外
の
典
拠
に
つ
い
て
は
、
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｢

Ⅰ

札
記｣

を
参
照
い
た
だ
く
こ
と
に
し
て
詳
述
を
略
す
が
、
徐
陵
は
こ
う
し
た
典
拠
を
つ
か
っ
て
、
過
去
の
話
柄
と
現
在
の
事

象
と
を
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
さ
せ
な
が
ら
、
玉
台
の
麗
人
の
美
貌
ぶ
り
を
ひ
き
た
て
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
、
こ
の
部
分
で
は
対
偶
も
な
か
な
か
こ
っ
て
い
る
。
一
見
し
て
す
ぐ
、｢

東
�
西｣

(

方
角)

や

｢

笑
�
顰｣

(

表
情)

の
対
比
が
目
に
つ
く
が
、『

朱』

に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
の
対
偶
に
は
、
も
っ
と
巧
緻
な
技
巧
が
し
く
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。
す
な
わ

ち

｢

寵
聞｣
の
聯
は
、
麗
人
の
美
し
さ
が
、
女
性

(

陳
后
と
閼
氏)

の
あ
い
だ
に
ひ
き
お
こ
し
た
反
応
で
あ
る
の
に
対
し
、｢

東
鄰｣

の
聯
は
、
男
性
の
あ
い
だ
に
ひ
き
お
こ
し
た
反
応
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た

｢

寵
聞｣

二
句
は
、
漢
民
族
の
女
性
の
あ
い
だ
に
お
け
る

反
応
で
あ
る
の
に
対
し
、｢
画
出｣

二
句
は
、
塞
外
民
族
の
女
性
の
あ
い
だ
に
お
け
る
反
応
で
あ
る
。
そ
し
て

｢

東
鄰｣

の
聯
中
の

｢

更
衣
�
甲
帳｣

の
対
応
は
、
き
た
な
い
も
の

(｢

更
衣｣

は
洗
面
所
、
つ
ま
り
ト
イ
レ
の
意
で
あ
る)

と
き
れ
い
な
も
の

(｢

甲
帳｣

は
高
貴
な
と
ば
り
で
あ
る)

と
を
対
置
し
た
も
の
で
あ
る

と
。
い
わ
れ
て
み
れ
ば
、
た
し
か
に

『

朱』

の
指
摘
は
な
る
ほ
ど

と
お
も
わ
れ
、
お
そ
ら
く
徐
陵
も
そ
う
し
た
意
図
で
も
っ
て
字
句
を
配
し
た
の
だ
ろ
う
。
わ
ず
か
二
聯
の
な
か
に
、
徐
陵
は
こ
れ
ほ

ど
の
意
匠
を
こ
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

考
察
が
初
二
聯
に
集
中
し
た
が
、｢

陪
游｣
以
下
の
修
辞
技
巧
も
み
て
ゆ
こ
う
。
こ
の
部
分
は
、
麗
人
た
ち
が
宮
中
の
宴
席
に
は

べ
っ
て
、
天
子
た
ち
の
ま
え
で
歌
舞
を
披
露
す
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
典
故
を
あ
ま
り
使
用
せ
ず
、
歌
舞
の
動
き
に
注
目
し
た

叙
述
が
つ
づ
く
。
ま
ず

｢

陪
游｣

の
聯
は
、
舞

(

上
句)
と
歌

(

下
句)

と
で
対
偶
を
な
し
て
い
る
。
視
覚

(

騁
繊
腰)

と
聴
覚

(

奏
新
声)

の
対
応
が
な
か
な
か
巧
妙
だ
。
つ
づ
く

｢

妝
鳴
�｣

｢
反
挿｣

｢

南
都｣

の
三
聯
は
、
麗
人
の
容
姿
や
化
粧
具
を
接
写
し

た
も
の
。｢

頭
髪

↓

[

頭
髪
の
な
か
の]

か
ん
ざ
し

↓

眉
・
え
く
ぼ｣

と
、
し
だ
い
に
微
細
な
箇
所
へ
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
ゆ

く
叙
法
に
注
意
し
よ
う
。
つ
づ
く

｢

嶺
上｣

｢

金
星｣

の
二
聯
で
は
舞
踊
ぶ
り
や
吹
奏
ぶ
り
を
え
が
き
、｢

驚
鸞｣

の
聯
で
は
麗
人
た

ち
の
軽
快
な
動
作
を
叙
し
て
い
る
。
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こ
こ
で
は
、
対
偶
と
錬
字
の
く
ふ
う
に
着
目
し
て
み
よ
う
。
対
偶
内
部
で
の
語
の
対
応
、
た
と
え
ば

｢

鳴
�
�
堕
馬｣

｢

金
鈿
�

宝
樹｣

｢

南
都
石
黛
�
北
地
燕
支｣

｢

双
蛾
�
両
靨｣

な
ど
は
、
女
性
語
と
い
う
べ
き
髪
型
や
化
粧
に
関
す
る
用
語
を
対
比
さ
せ
た
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
六
朝
美
文
に
よ
く
み
ら
れ
る
錬
字
の
技
法
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
う
し
た
女
性
専
用
の
語
を
、
な
ぜ
男
の
徐
陵

が
し
っ
て
い
る
の
か
、
疑
問
に
お
も
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
う
し
た
字
句
が
、
当
時
流
行
し
て
い
た
艶
詩
の
常
用
語

で
あ
っ
た
こ
と
と
関
係
し
よ
う
。
つ
ま
り
文
会
な
ど
で
即
興
的
に
艶
詩
を
つ
く
る
さ
い
、
す
ぐ
詩
句
が
口
を
つ
い
て
で
て
く
る
よ
う
、

徐
陵
ら
は
こ
の
種
の
語
彙
を
脳
裏
に
た
く
わ
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
注
目
し
た
い
の
は
、
美
麗
な
女
性
語

(

名
詞)

の
あ
い
ま
に
挿
入
さ
れ
た
動
詞
ふ
う
字
句
だ
。｢

騁は

せ
る
�
奏
す｣

｢

妝
よ
そ
お
う

�
照
ら
す｣

｢

反か
え

し
て
挿さ

す
�
横
ざ
ま
に
抽ぬ

く｣
｢

最
も
発ひ
ら

く
�
偏
え
に
開
く｣

｢

時
に
飄
す
�
宜
し
く
結
ぶ｣

な
ど
。
右
の
女
性
語

の
あ
い
ま
に
、
こ
れ
ら
の
動
詞
ふ
う
字
句
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歌
舞
を
な
す
麗
人
た
ち
の
動
き
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点

や
ア
ン
グ
ル
か
ら
活
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
と
お
く
か
ら
も
、
ち
か
く
か
ら
も
、
上
か
ら
も
、
下
か
ら
も
、
さ
ら
に
視
覚
だ
け

で
な
く
嗅
覚
か
ら
も
、
で
あ
る
。

こ
ま
か
く
み
て
み
よ
う
。
徐
陵
は
ま
ず
、
麗
人
が
細
腰
を
く
ね
ら
せ
美
声
を
か
な
で
る
よ
う
す
を
、｢

騁
せ
る
�
奏
す｣

と
い
う

動
詞
で
対
比
的
に
え
が
く
。
そ
し
て
歌
や
舞
を
な
す
彼
女
ら
に
接
近
し
て
ゆ
き
、｢

鳴
�｣

や

｢

堕
馬｣

な
ど
の
髪
型
を

｢

妝
う
�

照
ら
す｣

と
叙
し
て
、
華
麗
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
せ
て
ゆ
く
。
こ
う
し
た
動
き
を
と
も
な
う
描
写
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
つ
ぎ
の
聯
中

で
、
黒
髪
中
の｢

金
鈿｣

や｢

宝
樹｣

を｢

反
し
て
挿
す
�
横
ざ
ま
に
抽
く｣

よ
う
す
が
、
印
象
ぶ
か
く
視
界
に
は
い
っ
て
く
る
し
、

ま
た
麗
人
の

｢

双
蛾｣

や

｢

両
靨｣

が

｢

最
も
発
く
�
偏
え
に
開
く｣
場
面
が
、
い
き
い
き
と
眼
前
に
せ
ま
っ
て
く
る
の
だ
。
そ
の

た
め
だ
ろ
う
、
こ
の
躍
動
感
の
あ
る
描
写
を
よ
み
お
わ
る
や
、
歌
舞
を
な
す
麗
人
た
ち
の
あ
で
や
か
な
色
香
が
、
読
者
の
周
辺
に
そ

こ
は
か
と
な
く
た
だ
よ
わ
っ
て
く
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
叙
法
は
、
当
時
は
や
っ
た
艶
詩
の
人
物
描
写
と
も
よ
く
似
て
い
る
。
中
国
の
帰
青
氏
は

『

南
朝
宮
体
詩
研
究』

(

上
海

古
籍
出
版
社

二
〇
〇
六)

に
お
い
て
、
艶
詩
の
人
物
描
写
に
は
三
つ
の
特
徴
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

・
舗
排

(

上
下
や
左
右
の
よ
う
に
対
称
的
に
、
そ
し
て
四
句
以
上
に
わ
た
っ
て
描
写
す
る)

・
抓
特
徴
、
写
細
節

(

特
徴
を
と
ら
え
、
細
部
ま
で
描
写
す
る)

・
細
膩
委
婉
的
心
理
描
写

(

こ
ま
や
か
で
婉
曲
な
心
理
を
描
写
す
る)

の
三
つ
で
あ
る

(
一
六
七
〜
一
七
八
頁)

。
こ
こ
の

｢

陪
游
�
娑｣

以
下
の
行
文
は
、
そ
の
う
ち
の

｢

舗
排｣

と

｢

抓
特
徴
、
写
細

節｣

の
特
徴
を
お
り
ま
ぜ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
つ
ま
り
序
文
中
の
麗
人
像
は
、
艶
詩
中
の
美
女
の
描
き
か
た
と
よ
く
似
て

い
る
の
で
あ
る

(

後
述)

。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
こ
の
部
分
は
、
麗
人
た
ち
の
微
妙
な
動
き

(｢

反
挿
�
横
抽｣

｢

最
発
�
偏
開｣

｢

時
飄
�
宜
結｣

な
ど
の
動

詞)

と
、
華
麗
な
女
性
語

(｢

鳴
�｣
｢

金
鈿｣

｢

石
黛｣

｢

双
蛾｣

な
ど
の
名
詞)

と
を
く
み
あ
わ
せ
た
、
じ
つ
に
巧
妙
な
措
辞
だ
と

称
す
べ
き
だ
ろ
う
。

第
二
章

才
色
兼
備
の
麗
人

｢

玉
台
新
詠
序｣

中
の
各
様
の
修
辞
を
検
討
し
て
、
行
文
の
美
文
ぶ
り
を
確
認
し
て
き
た
。
四
六
、
対
偶
、
声
律
、
典
故
、
錬
字

な
ど
が
、
た
く
み
に
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
序
文
の
行
文
が
修
辞
的
に
卓
越
し
た
美
文
で
あ
る
こ
と
は
、
い
ま
さ
ら

い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
な
の
だ
が
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
巧
緻
な
修
辞
ぶ
り
が
う
か
が
え
た
よ
う
に
お
も
う
。

で
は
こ
こ
か
ら
は
、｢

玉
台
新
詠
序｣

の
内
容
を
検
討
し
て
ゆ
こ
う
。
こ
の
序
文
の
内
容
は
、
一
言
で
い
え
ば

｢

玉
台
に
す
む
麗
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人
が
、
詩
集
を
編
纂
し
た｣

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
ま
か
く
い
え
ば
、
前
半

(

第
一
〜
三
段)

で

｢

玉
台
に
す
む
麗
人｣

の
よ
う

す
を
え
が
き
、
後
半

(

第
四
〜
六
段)

で
そ
の
麗
人
が

｢

詩
集
を
編
纂
し
た｣

こ
と
を
叙
し
て
い
る
。
こ
の
章
で
は
、
前
半
の

｢

玉

台
に
す
む
麗
人｣

に
つ
い
て
、
女
性
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
明
確
に
し
て
ゆ
き
た
い
。

序
文
中
の
麗
人
は
、
第
一
に
、
才
色
を
兼
備
し
た
女
性
と
し
て
え
が
か
れ
て
い
る
。
ま
ず
才
色
の
う
ち
の

｢

色｣
(

美
貌)

は
、

こ
の
序
文
の
あ
ち
こ
ち
で
、
さ
か
ん
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。
さ
き
に
み
た

｢

至
若
寵
聞
長
楽｣

云
々
が
、
ま
さ
に

｢

色｣

が
卓
越
し

た
例
だ
っ
た
の
だ
が
、
右
の
引
用
直
後
に
ま
と
め
ふ
う
に
布
置
さ
れ
る
の
が
、

雖
非
図
画
、
入
甘
泉
而
不
分
、
真
可
謂

傾
国
傾
城
、

言
異
神
仙
、
戯
陽
台
而
無
別
。

無
対
無
双
者
也
。

こ
う
し
た
麗
人
た
ち
、[
漢
武
帝
に
寵
愛
さ
れ
た
李
夫
人
の
よ
う
に]

肖
像
画
は
か
か
れ
て
な
い
が
、
甘
泉
宮
に
は
い
れ
ば

そ
の
画
と
み
ま
が
う
ほ
ど
美
麗
だ
し
、[

楚
の
王
と
ち
ぎ
っ
た]

神
女
と
は
別
人
な
の
だ
が
、
陽
台
で
た
わ
む
れ
れ
ば
区
別

で
き
な
い
ほ
ど
う
つ
く
し
い
。
ま
こ
と
に
傾
国
傾
城
に
し
て
、
天
下
無
双
の
美
女
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

と
い
う
二
聯
で
あ
る
。
さ
き
ほ
ど
は
陳
后
や
閼
氏
、
東
鄰
の
美
女
、
西
施
な
ど
に
な
ぞ
ら
え
て
い
た
が
、
こ
こ
で
ま
た
李
夫
人
と
神

女
に
比
擬
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
う
え
で

｢

傾
国
傾
城｣

に
し
て
、｢

無
対
無
双｣

の
美
し
さ
だ
と
い
う
。
ま
さ
に
、
た
い
へ
ん

な
称
賛
ぶ
り
で
あ
る
。

玉
台
の
麗
人
た
ち
は
、
か
く｢

色｣

が
す
ば
ら
し
い
だ
け
で
な
く
、｢

才｣
(

才
能)

も
そ
な
わ
っ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
に
そ
な
わ
っ

て
い
る
の
か
と
い
う
と
、

○[

第
一
段]

弟
兄
協
律
、
生
小
学
歌
、

琵
琶
新
曲
、
無
待
石
崇
、

伝
鼓
瑟
於
楊
家
、

少
長
陽
阿
、
由
来
能
舞
。

箜
篌
雑
引
、
非
関
曹
植
。

得
吹
簫
於
秦
女
。
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彼
女
ら
は
、
音
楽
家
が
兄
弟
だ
っ
た
の
で
、
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
歌
を
ま
な
ん
で
き
た
し
、
陽
阿
の
家
で
成
長
し
た
の
で
、
も

と
か
ら
舞
い
だ
っ
て
お
ど
れ
る
。
だ
か
ら
琵
琶
の
新
曲
は
、
石
崇
に
依
頼
す
る
必
要
が
な
い
し
、
箜
篌
の
雑
曲
も
、
曹
植
に

つ
く
っ
て
も
ら
う
こ
と
も
な
い
。
さ
ら
に
瑟
の
演
奏
は
楊
家
の
ご
と
き

[

鼓
瑟
の]

名
門
で
腕
を
み
が
き
、
簫
の
演
奏
も
秦

女
の
ご
と
き
妙
手
か
ら
ま
な
ん
で
き
て
い
る
。

○

[
第
三
段]

加
以

天
時
開
朗
、

妙
解
文
章
、

琉
璃
硯
匣
、
終
日
隨
身
、

逸
思
雕
華
。

尤
工
詩
賦
。

翡
翠
筆
牀
、
無
時
離
手
。

く
わ
え
る
に
、
天
性
聡
明
で
あ
り
、
才
能
も
ゆ
た
か
な
の
で
、
文
学
を
き
ち
ん
と
解
し
、
詩
賦
の
創
作
も
た
く
み
だ
。
瑠
璃

の
硯
箱
は
い
つ
も
身
辺
に
お
き
、
翡
翠
の
筆
お
き
も
手
か
ら
は
な
さ
な
い
。

と
い
う
ふ
う
に
だ
。
第
一
段
の
歌
舞
に
ひ
い
で
て
い
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
め
ず
ら
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、
第
三
段
の
ほ
う

は
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
麗
人
は
文
学
を
解
し
、
さ
ら
に
詩
賦
の
創
作
も
た
く
み
に
こ
な
す
と
い
う
の
だ
。
こ
の
よ
う
に

玉
台
の
麗
人
は
才
色
、
つ
ま
り
美
貌
と
才
能

(
文
学
の
才)

を
兼
備
し
た
女
性
な
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
そ
の
麗
人
は
生
身
の
女
性
と
し
て
の
感
情
や
生
活
感
を
、
ほ
と
ん
ど
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
。
唯
一
、
麗
人
の
悩
み
と

し
て
え
が
か
れ
る
の
が
、
な
ん
と

｢

た
い
く
つ｣

な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
第
四
段
に
、

三
星
未
夕
、
不
事
懐
衾
、

優
遊
少
託
、

厭
長
楽
之
疏
鐘
、

五
日
猶
�
、
誰
能
理
曲
。

寂
寞
多
閑
。

労
中
宮
之
緩
箭
。

麗
人
た
ち
は
、
三
星
が
ま
た
た
く
夕
暮
に
な
ら
ぬ
の
で
、
夜
具
を
も
っ
て
寝し

ん

に
御
す
る
必
要
も
な
い
し
、
五
日
ご
と
の
お
勤

め
も
ま
だ
間
が
あ
る
の
で
、
琴
曲
を
お
さ
ら
い
す
る
こ
と
も
な
い
。
た
だ
の
ん
び
り
す
る
だ
け
で
憂
さ
ば
ら
し
も
な
く
、
も

の
さ
び
し
く
て
時
間
を
も
て
あ
ま
す
。
お
か
げ
で
、
長
楽
宮
で
間
ど
お
く
な
る
時
鐘
の
音
を
き
く
の
も
い
と
わ
し
く
、
中
宮
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の
水
時
計
の

[

目
盛
り
を
き
ざ
ん
だ｣

箭や

を
み
る
の
も
う
っ
と
お
し
い
ほ
ど
だ
。

と
叙
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
麗
人
た
ち
、
序
文
中
で
は
貴
妃
と
か
�
�
な
ど
の
身
分
が
明
確
で
な
い
の
で
、
具
体
的
に
ど
ん
な
職
務
が

あ
っ
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
下
ば
た
ら
き
の
侍
女
の
ご
と
き
多
忙
さ
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
か
な
り
時
間
を
も
て
あ
ま
し
て
い
る

よ
う
だ
。

た
だ
、
こ
の

｢
た
い
く
つ｣

と
い
う
贅
沢
な
悩
み
、
序
文
全
体
か
ら
み
る
と
、

た
い
く
つ
だ

↓

詩
で
ひ
ま
つ
ぶ
し
し
た
い

↓

『

玉
台』

を
編
纂
し
よ
う

と
い
う
ふ
う
に
推
移
し
、『
玉
台
新
詠』

編
纂
の
動
機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の

｢

た
い
く
つ｣

は
真

の
悩
み
な
の
で
な
く
、
麗
人
に

『

玉
台』

編
纂
を
う
な
が
す
た
め
の
、
い
わ
ば

｢

つ
く
ら
れ
た
悩
み｣

な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

序
文
中
の
麗
人
は
、
深
刻
な
悩
み

(
貧
困
、
病
苦
、
閨
怨
、
望
郷
な
ど)

は
も
ち
あ
わ
さ
ず
、
た
だ
時
間
を
も
て
あ
ま
す
だ
け
と
い

う
、
無
菌
室
に
い
る
が
ご
と
き
存
在
と
し
て
え
が
か
れ
て
い
る
の
だ
。

序
文
中
の
麗
人
で
第
三
に
注
目
し
た
い
の
は
、
儒
教
ふ
う

｢

婦
徳
の
教
え｣

に
合
致
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
玉

台
の
麗
人
た
ち
は
才
色
兼
備
で
は
あ
る
が
、
逆
に
貞
順
や
節
義
、
あ
る
い
は
君
子
の
好
逑
と
か
多
産
と
か
、
ふ
つ
う
に
重
視
さ
れ
る

徳
目
を
有
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
彼
女
ら
は
、
ほ
ん
ら
い
な
ら
で
き
て
し
か
る
べ
き
女
功

(

砧
き
ぬ
た
打
ち
や
機
織
り
等
の
女
性
の

仕
事)

さ
え
、
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

繊
腰
無
力
、
怯
南
陽
之
搗
衣
、

生
長
深
宮
、
笑
扶
風
之
織
錦
。

く
わ
え
て
細
腰
で
力
も
な
い
の
で
、
南
陽
の
砧

き
ぬ
た
打
ち
の
音
に
も
お
び
え
る
し
、
深
宮
で
成
長
し
た
の
で
、
扶
風
の
錦
織
り
の

女
功
を
み
て
も
わ
ら
う
だ
け

[

で
、
自
分
で
は
よ
う
し
な
い]

。
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こ
の
砧
打
ち

(

搗
衣)

や
機
織
り

(

織
錦)

な
ど
は
、
女
性
の
手
仕
事
の
代
表
的
な
も
の
だ

(

第
四
段)

。
儒
教
の
教
え
で
は
、

た
と
え
ば

『

詩
経』

周
南
葛
覃
の
毛
伝
に

｢

后
妃
は
父
母
の
家
に
在
り
て
は
、
則
ち
志
は
女
功
の
事
に
在
り｣

と
あ
る
よ
う
に
、
后

妃
で
さ
え

[

形
式
的
に
で
は
あ
る
が]

こ
う
し
た
仕
事
を
な
す
べ
き
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
麗
人
た
ち
は
、｢

細
腰
で
力

も
な
い
の
で
、
南
陽
の
砧
打
ち
の
音
に
も
お
び
え
る
し
、
深
宮
で
成
長
し
た
の
で
、
扶
風
の
錦
織
り
の
女
功
を
み
て
も
わ
ら
う
だ
け｣

で
、
自
分
で
は
よ
う
し
な
い
の
で
あ
る
。
い
く
ら
才
色
兼
備
だ
と
い
っ
て
も
、
こ
ん
な
ふ
う
で
は
具
合
が
わ
る
い
の
で
は
な
い
か
。

こ
の

『

玉
台
新
詠』
は
宮
教
、
す
な
わ
ち
後
宮
内
の
礼
教
を
お
し
え
る
書
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
議
論
も
あ
る

(

許
雲
和

｢

解

読
玉
台
新
詠
序｣

〈

烟
台
師
範
学
院
学
報

二
〇
〇
五
―
一〉

、
同

｢

南
朝
宮
教
与
玉
台
新
詠｣

〈｢

文
献｣

一
九
九
七
―
三〉

な
ど)

。

だ
が
、
か
く
女
功
も
で
き
ぬ

[
と
設
定
さ
れ
て
い
る]

よ
う
で
は
、
宮
教
の
書
と
は
な
り
に
く
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

つ
い
で
な
が
ら
、
玉
台
の
麗
人
は
道
教
ふ
う
な
仙
女
で
も
な
い
。
こ
の
序
文
で
は
し
ば
し
ば
、
麗
人
を
仙
女
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
そ
の
舞
姿
を
叙
し
て
は

｢
嶺
上
仙�

童�

、
分
丸
魏
帝｣

(

魏
文
帝
に

[

身
が
か
る
く
な
る]

丸
薬
を
あ
た
え
た
と
い
う
嶺

上
の
仙
童
を
お
も
わ
せ
る
、
の
意)

と
嶺
上
の
仙
童
に
か
さ
ね
、
そ
の
美
貌
を
叙
し
て
は

｢

言
異
神�

仙�

、
戯
陽
台
而
無
別｣

([

楚
の

王
と
ち
ぎ
っ
た]

仙
女
と
は
別
人
な
の
だ
が
、
陽
台
で
た
わ
む
れ
れ
ば
区
別
で
き
な
い
ほ
ど
う
つ
く
し
い
、
の
意)

と
、
楚
王
と
ち

ぎ
っ
た
仙
女
に
見
ま
が
う
と
か
た
っ
て
い
る

(

と
も
に
第
二
段)

。
さ
ら
に
は
完
成
し
た

『

玉
台
新
詠』

の
書
物
を
、

霊
飛
六
甲
、
高
檀
玉
函
、

鴻
烈
仙
方
、
長
推
丹
枕
。

西
王
母
か
ら
さ
ず
け
ら
れ
た

｢

霊
飛
六
甲｣

の
書
の
よ
う
に
、
玉
函
に
い
れ
て
高
所
に
秘
し
、
劉
安
が
も
っ
て
い
た

｢

鴻
宝

仙
方｣

の
ご
と
く
、
ず
っ
と
あ
か
い
枕
の
な
か
に
か
く
し
て
お
く
。

と
道
教
の
秘
書
に
な
ぞ
ら
え
て
、
た
い
せ
つ
に
蔵
す
る
と
の
べ
て
い
る

(

第
六
段)

。
そ
れ
で
も
徐
陵
は
、
け
っ
し
て

｢

麗
人
＝
仙
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女｣

と
み
な
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
右
で
み
た
よ
う
に
麗
人
は
、
才
色
兼
備
で
無
聊
に
く
る
し
ん
で
い
る
宮
廷
の
女
性
に
す
ぎ

な
い
。
仙
境
か
ら
で
て
き
た
わ
け
で
も
、
不
老
不
死
の
術
を
マ
ス
タ
ー
し
て
い
る
わ
け
で
も
、
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
麗
人

を
仙
女
に
な
ぞ
ら
え
、『

玉
台』

を
道
教
の
秘
書
に
擬
す
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
要
す
る
に
、
文
章
の
飾
り
と
し
て
そ
う
し
た

比
喩
や
用
語
を
使
用
し
て
、
豪
華
さ
や
神
秘
的
雰
囲
気
を
か
も
し
だ
そ
う
と
し
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。

以
上
、｢
玉
台
新
詠
序｣

中
の
麗
人
イ
メ
ー
ジ
を
あ
き
ら
か
に
し
て
き
た
。
ま
と
め
て
み
る
と
、
序
文
中
の
麗
人
は
、
才
色
を
兼

備
し
た
女
性
だ
。
美
貌
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
才
能
の
方
面
で
も
歌
舞
だ
け
で
な
く
、
文
学
の
道
に
も
ひ
い
で
て
い
る
。
た
だ
生
身

の
感
情
や
生
活
感
を
有
し
て
お
ら
ず
、
悩
み
と
い
え
ば
た
い
く
つ
な
だ
け
。
さ
ら
に
、
儒
教
で
重
視
さ
れ
る
女
功
の
仕
事
は
い
っ
さ

い
で
き
な
い
し
、
ま
た
道
教
ふ
う
な
語
彙
で
装
飾
さ
れ
る
が
、[

た
と
え
ば
不
老
長
生
な
ど
の]

特
別
な
道
術
を
マ
ス
タ
ー
し
て
い

る
わ
け
で
も
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
う
し
た
麗
人
像
は
、
そ
れ
以
前
に
重
視
さ
れ
て
き
た
伝
統
的

(

つ
ま
り
儒
教
的)

な
女
性
と
は
、
そ
う
と
う
ち
が
っ
て
い
る
こ

と
に
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、
こ
れ
以
前
に
理
想
的
な
女
性
を
え
が
く
場
合
、
才
色
兼
備
は
あ
ま
り
強
調
さ
れ
な
か
っ

た
。
伝
統
的
な
考
え
か
た
で
は
、
容
色
の
美
し
さ
は
そ
れ
ほ
ど
強
調
さ
れ
な
か
っ
た
し
、
文
学
的
才
能
も
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
容
色
の
美
は
淫
風
の
も
と
だ
と
し
て
、
む
し
ろ
否
定
さ
れ
る
こ
と
が
お
お
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
女
色
へ
の
憧

れ
を
叙
し
た
文
学
と
し
て
、｢

定
情
賦｣

系
の
諸
作
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
で
は
、
女
性
の
さ
ま
ざ
ま
な
魅
力
や
美
し
さ
が
え
が
か

れ
て
、[

男
性]

読
者
の
憧
れ
や
妄
想
を
さ
そ
う
の
だ
が
、
一
篇
の
最
後
で
は

｢

い
や
い
や
、
こ
ん
な
美
女
に
ま
ど
わ
さ
れ
て
は
な

ら
ぬ
。
正
道
へ
か
え
ろ
う｣

と
反
省
し
て
お
わ
る
の
が
定
式
で
あ
る
。
た
と
え
ば
陶
淵
明

｢

閑
情
賦｣

を
あ
げ
て
み
れ
ば
、
や
は
り

美
女
へ
の
さ
ま
ざ
ま
な
憧
れ
や
妄
想
を
叙
し
て
い
る
が
、
そ
の
末
尾
は
、

迎
清
風
以
�
累
、
寄
弱
志
于
帰
波
。
尤
蔓
草
之
為
会
、
誦
邵
南
之
余
歌
。
坦
万
慮
以
存
誠
、
憩
遥
情
于
八
遐
。
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清
風
に
ふ
か
れ
て
妄
想
を
ふ
り
き
り
、
迷
い
を
川
波
に
す
て
さ
ろ
う
。
密
会
の
詩
を
し
り
ぞ
け
正
道
の
歌
を
う
た
お
う
。
悩

み
を
う
ち
あ
け
て
誠
実
さ
を
し
め
し
、
わ
が
恋
心
を
天
空
に
し
ず
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

と
い
う
文
章
で
、
一
篇
を
と
じ
て
い
る
。

で
は
伝
統
的
な
考
え
で
は
、
ど
ん
な
女
性
が
理
想
だ
と
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば

『

礼
記』

昏
義
で
は
、
婦
徳

(

貞
順)

、

婦
言

(

よ
き
言
葉
づ
か
い)

、
婦
容

(

よ
き
身
な
り)

、
婦
功

(

家
事)

の
四
つ
が
、
女
性
の
有
す
べ
き
四
つ
の
徳
と
し
て
あ
げ
ら
れ

て
い
る
。
そ
う
し
た
条
件
に
か
な
う
女
性
と
し
て
、
た
と
え
ば

『

晋
書』

巻
九
十
六
列
女
伝
の
冒
頭
を
あ
げ
て
み
る
と
、

夫
三
才
分
位
、
室
家
之
道
克
隆
、
二
族
交
歓
、
貞
烈
之
風
斯
著
。
振
高
情
而
独
秀
、
魯
冊
於
是
飛
華
、
挺
峻
節
而
孤
標
、
周
篇

於
焉
騰
茂
。
徽
烈
兼
劭
、
柔
順
無
愆
、
隔
代
相
望
、
諒
非
一
緒
。
然
則
虞
興
�
�
、
夏
盛
塗
山
。
有
�
有
新
、
女
広
隆
殷
之
業
、

大
姙
大
�
、
衍
昌
姫
之
化
。
馬
�
恭
倹
、
漢
朝
推
徳
。
宣
昭
懿
淑
、
魏
代
揚
芬
。
斯
皆
礼
極
中
�
、
義
殊
月
室
者
矣
。

天
地
人
が
そ
の
役
割
を
わ
け
て
実
行
す
れ
ば
、
夫
婦
の
道
が
と
て
も
さ
か
ん
に
な
る
し
、
二
つ
の
一
族
が
よ
し
み
を
通
じ

れ
ば
、
貞
烈
の
気
風
が
あ
き
ら
か
と
な
る
も
の
だ
。
女
性
が
気
だ
か
い
心
を
も
ち
秀
逸
で
あ
れ
ば
、
魯
冊
は
こ
れ
を
称
賛
す

る
し
、
節
操
が
ぬ
き
ん
で
卓
出
し
て
い
れ
ば
、
周
篇
で
た
た
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
立
派
な
行
い
を
お
お
く
こ
な
し
た
女

性
、
柔
順
に
し
て
過
ち
が
な
い
女
性
な
ど
、
す
ぐ
れ
し
女
性
が
各
代
に
お
お
く
出
現
し
、
ま
こ
と
に
一
様
で
は
な
か
っ
た
。

た
と
え
ば
舜
帝
は
�
�
の
お
か
げ
で
王
朝
を
お
こ
し
、
夏
は
塗
山
氏
の
お
か
げ
で
さ
か
ん
に
な
り
、
有
�
氏
と
新
女
は
殷

の
盛
時
を
現
出
し
、
大
姙
と
大
�
は
周
の
王
室
を
さ
か
ん
に
し
た
。
馬
后
と
�
后
は
ひ
か
え
め
だ
っ
た
の
で
、
後
漢
の
徳
望

は
か
え
っ
て
ひ
ろ
ま
り
、
卞
后

(

宣)

と
甄
后

(

昭)

は
貞
淑
だ
っ
た
の
で
、
魏
代
は
誉
れ
を
あ
げ
た
。
こ
れ
ら
は
内
宮
で

礼
を
つ
く
し
、
閨
房
で
正
道
を
お
こ
な
っ
た
女
性
た
ち
で
あ
る
。

と
あ
る
。
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こ
こ
の
議
論
に
お
い
て
、
女
性
の
徳
目
と
し
て
あ
げ
て
い
る
の
は
、｢

気
だ
か
い
心
を
も
ち
秀
逸
で
あ
る｣

(

振
高
情
而
独
秀)

、

｢
節
操
が
ぬ
き
ん
で
卓
出
し
て
い
る｣

(

挺
峻
節
而
孤
標)

、｢

立
派
な
行
い
を
お
お
く
こ
な
す｣

(

徽
烈
兼
劭)

、｢

柔
順
に
し
て
過
ち

が
な
い｣

(

柔
順
無
愆)

、｢

ひ
か
え
め｣

(

恭
倹)

、｢

貞
淑｣

(

懿
淑)

な
ど
で
あ
る
。
当
時
の
女
性
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
美
質

に
よ
っ
て
、[

間
接
的
に]

夫
の
経
世
済
民
の
事
業
に
よ
き
影
響
を
お
よ
ぼ
し
、
内
助
の
功
を
あ
げ
る
こ
と
を
、
期
待
さ
れ
て
い
た

の
だ
。
中
国
で
は
伝
統
的
に
、
そ
う
し
た
女
性
が
理
想
だ
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
容
色
が
す
ぐ
れ
る
こ
と
や
文
学
的
才
能
が
す

ぐ
れ
る
こ
と
な
ど
は
、
必
須
の
資
質
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
玉
台
の
麗
人
は
、
儒
教
的
世
界
で
は
称
賛
さ
れ
る
こ

と
な
く
、
た
だ
六
朝
の
艶
詩
文
学
の
な
か
で
の
み
、
珍
重
さ
れ
る
女
性
像
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

第
三
章

謙
虚
な
姿
勢

つ
づ
い
て
、
序
文
中
の｢

玉
台
に
す
む
麗
人
が
、
詩
集
を
編
纂
し
た｣

の
う
ち
、
後
半
の｢

詩
集
を
編
纂
し
た｣

こ
と
に
つ
い
て
、

そ
の
意
義
や
特
徴
を
検
討
し
て
ゆ
こ
う
。

第
一
に
、
こ
の
編
纂
行
為
は
伝
統
的
な

｢

文
学
は
政
教
に
役
だ
つ
べ
し｣

の
発
想
と
は
ち
が
っ
た
動
機
で
、
な
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
指
摘
す
べ
き
だ
ろ
う
。
麗
人
た
ち
が
こ
の
詩
集

『

玉
台
新
詠』

を
編
纂
し
た
動
機
は
な
に
か
。
そ
れ
は
、
勧
善
懲
悪
や
経
世
済
民

に
役
だ
つ
こ
と
で
な
く
、[

た
い
く
つ
な
る
が
ゆ
え
の]

ひ
ま
つ
ぶ
し
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

無
怡
神
於
暇
景
、
庶
得

代
彼
皋
蘇
、
但

往
世
名
篇
、

分
諸
麟
閣
、

不
藉
篇
章
、

惟
属
意
於
新
詩
。

�
茲
愁
疾
。

当
今
巧
製
、

散
在
鴻
都
。

無
由
披
覧
。
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於
是

燃
脂
瞑
写
、
選
録
艶
歌
、
凡
為
十
巻
。

弄
筆
晨
書
。

こ
の
よ
う
に
麗
人
た
ち
は
、
た
い
く
つ
な
と
き
は
憂
さ
を
は
ら
す
も
の
も
な
い
の
で
、
も
っ
ぱ
ら
新
体
の
詩
の
創
作
に
心

を
よ
せ
る
。
そ
し
て
あ
の
皋
蘇
の
草
に
か
わ
っ
て
、
無
聊
の
苦
し
み
を
い
や
し
て
ほ
し
い
と
ね
が
う
の
だ
。
だ
が

[

作
詩
の

参
考
に
す
る]

往
時
の
名
篇
や
当
今
の
佳
作
は
、
麒
麟
閣
に
分
散
し
、
ま
た
鴻
都
館
に
散
在
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
書
物
を

か
り
だ
し
て
こ
な
い
か
ぎ
り
、
披
覧
し
よ
う
に
も
そ
の
術す

べ

が
な
い
。

そ
こ
で
彼
女
ら
は
、
灯
を
と
も
し
て
夜
に
書
写
し
、
筆
を
手
に
し
て
朝
も
か
き
つ
づ
け
た
。
か
く
し
て
艶
歌
を
選
録
し
て
、

す
べ
て
十
巻
に
ま
と
め
た
の
で
あ
る
。

こ
の
第
五
段
で
徐
陵
は
、
は
っ
き
り
と

｢

た
い
く
つ
な
と
き
は
憂
さ
を
は
ら
す
も
の
も
な
い
の
で
、
も
っ
ぱ
ら
新
体
の
詩
の
創
作

に
心
を
よ
せ
る
。
そ
し
て
あ
の
皋
蘇
の
草
に
か
わ
っ
て
、
無
聊
の
苦
し
み
を
い
や
し
て
ほ
し
い
と
ね
が
う｣

と
の
べ
て
い
る
。
こ
れ

か
ら
す
れ
ば
、
序
文
を
よ
む
か
ぎ
り
、
麗
人
た
ち
は
ひ
ま
つ
ぶ
し
の
た
め
に『

玉
台』

を
編
纂
し
た
と
断
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

じ
っ
さ
い
、
完
成
後
の

『

玉
台』

は
そ
の
よ
う
な
も
の
、
つ
ま
り
ひ
ま
つ
ぶ
し
と
し
て
利
用
さ
れ
た
よ
う
だ
。
す
な
わ
ち
第
六
段

に
は
、至

如

青
牛
帳
裏
、
余
曲
既
終
、
方
当

開
茲
縹
帙
、

永
対
玩
於
書
幃
、

朱
鳥
窗
前
、
新
妝
已
竟
、

散
此
條
縄
、

長
迴
圏
於
繊
手
。

青
牛
が
刺
繍
さ
れ
た
帳
の
な
か
で
曲
を
奏
し
お
え
た
こ
ろ
、
朱
鳥
の
南
向
き
の
窓
辺
で
化
粧
が
お
わ
っ
た
あ
と
、
そ
う
し
た

時
刻
に
な
る
と
、
麗
人
た
ち
は
こ
の
艶
詩
集
の
書
帙
を
あ
け
、
そ
の
紐
を
ほ
ど
く
。
そ
し
て
書
斎
で
な
が
い
こ
と
な
で
ま
わ

し
、
繊
手
で
い
つ
ま
で
も
め
く
り
つ
づ
け
る
の
だ
。
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と
あ
る
。
麗
人
た
ち
は
、
演
奏
や
化
粧
を
お
え
た
あ
と
の
余
暇
に
、｢

こ
の
艶
詩
集
の
書
帙
を
あ
け
、
そ
の
紐
を
ほ
ど
く
。
そ
し
て

書
斎
で
な
が
い
こ
と
な
で
ま
わ
し
、
繊
手
で
い
つ
ま
で
も
め
く
り
つ
づ
け｣

て
い
る
。
こ
の
部
分
、
い
ま
現
に

｢

こ
の
よ
う
に
よ
ま

れ
て
い
る｣

の
か
、
将
来
的
に

｢

こ
の
よ
う
に
よ
ま
れ
る
は
ず｣

な
の
か
、
そ
の
あ
た
り
は
明
瞭
で
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
完
成

し
た

『
玉
台』

は
、
右
の
ご
と
く
ひ
ま
つ
ぶ
し
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
ひ
ま
つ
ぶ
し
の
詩
集
と
い
う
も
の
は
、
従
前
の
中
国
文
学
の
伝
統
の
な
か
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
も
の
だ
。
そ
も
そ
も
と
お

い
古
代
で
は
、
詩
と
い
う
も
の
は
、
民
衆
や
無
名
の
詩
人
た
ち
の
口
か
ら
自
然
に
発
せ
ら
れ
た
、
素
朴
な
哀
楽
の
情
の
表
白
で
あ
っ

た
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
儒
教
の
考
え
で
は
、[｢

詩
大
序｣

が
主
張
す
る
ご
と
く]

そ
れ
が
為
政
者
た
ち
の
耳
に
と
ど
く
や
、
彼
ら
を
諷

す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
さ
れ
た
。
つ
ま
り
間
接
的
で
は
あ
る
が
、
詩
と
い
う
も
の
は

[

為
政
者
を
諷
す
る
こ
と
に
よ
っ
て]

、
と

き
の
政
治
や
教
化
に
役
だ
つ
こ
と
が
で
き
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
存
立
で
き
る
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の

｢

玉
台
新
詠
序｣
で
は
そ
う
し
た
伝
統
的
な
詩
の
意
義
に
は
、
い
っ
さ
い
考
慮
を
は
ら
っ
て
い
な
い
。
麗
人
た

ち
が
編
し
た
詩
集
は
、
ひ
ま
つ
ぶ
し
に
す
ぎ
ぬ
も
の
で
あ
り
、
貴
人
に
供
奉
す
る
い
と
ま
に

｢

書
斎
で
な
が
い
こ
と
な
で
ま
わ
し
、

繊
手
で
い
つ
ま
で
も
め
く
り
つ
づ
け
る｣

程
度
の
も
の
な
の
だ
。
為
政
者
を
諷
す
る
と
か
、
政
治
や
教
化
に
役
だ
つ
と
か
、
そ
ん
な

こ
と
に
は
一
顧
だ
に
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
ひ
ま
つ
ぶ
し
の
文
学
と
い
う
考
え
か
た
は
、
こ
の

『

玉
台
新
詠』

が
は
じ
め
て
で
は
な
い
。
六
朝
で
は
、

｢

文
学
は
政
教
に
役
だ
つ
べ
し｣

の
考
え
か
た
は
か
な
り
公
式
的
な
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
あ
そ
び
や
娯
楽
の
た
め
に
詩
文
を
つ
く

る
こ
と
が
お
お
か
っ
た
。
と
く
に
修
辞
主
義
文
学
が
盛
行
し
、
文
会
で
韻
や
時
間
を
か
ぎ
っ
て
の
五
言
詩
競
作
が
盛
行
し
た
六
朝
後

期
に
な
る
と
、
詩
に
も
娯
楽
や
遊
戯
ふ
う
性
格
が
も
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。

真
摯
な
詩
文
集
と
し
て
、
し
ば
し
ば

『

玉
台』

と
対
比
さ
れ
る

『

文
選』
で
さ
え
、
そ
う
し
た
遊
戯
的
性
格
と
無
縁
で
な
い
。
編
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者
た
る
蕭
統
こ
と
昭
明
太
子
に
よ
れ
ば
、
文
学
と
い
う
も
の
は
、

譬

陶�

匏�

異
器
、
並
為
入
耳
之
娯
、
作
者
之
致
、
蓋
云
備
矣
。

黼�

黻�

不
同
、
倶
為
悦
目
之
玩
。

た
と
え
れ
ば
、
�
と
笙
は
ち
が
う
楽
器
だ
が
、
と
も
に
耳
に
こ
こ
ち
よ
く
、
ま
た
黼ふ

と
黻ふ
つ

と
は
こ
と
な
っ
た
模
様
だ
が
、
と

も
に
目
を
た
の
し
ま
せ
る
こ
と
に
、
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
作
者
が
か
た
ら
ん
と
す
る
趣
旨
は
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て

表
現
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
の
�
・
笙

(

楽
器)

や
黼
・
黻

(

模
様)

の
比
喩
は
、｢

文
学
作
品
の
目
的
は
娯
楽
に
在
る
こ
と
を

い
っ
た｣

(

小
尾
郊
一

｢

昭
明
太
子
の
文
選
序｣
〈『

真
実
と
虚
構
―
六
朝
文
学』

所
収

汲
古
書
院

一
九
九
四〉)

も
の
だ
と
み
な

し
て
よ
か
ろ
う
。

さ
ら
に
、
昭
明
太
子
は

『

文
選』
の
編
纂
事
情
に
つ
い
て
、

余
監
撫
余
閑
、
居
多
暇
日
、

歴
観
文
囿
、
未
嘗
不
心
遊
目
想
、
移
�
忘
倦
。

泛
覧
辞
林
、

自
姫
漢
以
来
、
眇
焉
悠
�
、

時
更
七
代
、

詞
人
才
子
、
則
名
溢
於
縹
嚢
。

数
逾
千
祀
。

飛
文
染
翰
、
則
巻
盈
乎
�
帙
。

自
非

略
其
蕪
穢
、
蓋
欲
兼
功
、
太
半
難
矣
。

集
其
清
英
、

私
は
監
国
撫
軍
の
あ
い
ま
、
余
暇
が
お
お
か
っ
た
の
で
、
詩
文
の
苑
に
わ
け
い
り
、
こ
と
ば
の
林
に
い
り
び
た
っ
た
。
そ
し

て
、
心
は
文
学
の
世
界
に
あ
そ
び
、
目
は
詩
文
の
内
容
を
お
も
い
う
か
べ
、
日
が
か
た
む
い
て
も
あ
き
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
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周
や
漢
よ
り
こ
の
か
た
、
は
る
か
に
時
が
へ
だ
た
り
、
王
朝
は
七
代
も
か
わ
り
、
千
年
以
上
の
歳
月
が
す
ぎ
さ
っ
た
。
そ
の

間
に
あ
ら
わ
れ
た
詩
人
や
才
子
は
、
そ
の
名
が
書
物
に
あ
ふ
れ
、
彼
ら
が
つ
く
っ
た
名
篇
や
佳
什
は
、
書
帙
の
な
か
に
充
満

し
て
い
る
。
蕪
雑
な
作
を
と
り
の
ぞ
き
、
精
鋭
な
作
を
あ
つ
め
ぬ
か
ぎ
り
は
、
い
く
ら
努
力
し
て
も
、
そ
の
大
要
に
通
じ
る

こ
と
は
む
つ
か
し
い
。

と
も
か
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
格
式
た
か
き

『

文
選』

で
は
あ
る
が
、
じ
つ
は
太
子
が

｢

余
暇
が
お
お
か
っ
た｣

う
え
、

｢

日
が
か
た
む
い
て
も
あ
き
る
こ
と
が
な
か
っ
た｣

ほ
ど
文
学
が
す
き
だ
っ
た
と
い
う
事
情
に
よ
っ
て
、
つ
く
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た

と
い
う
。
す
る
と

『
文
選』

編
纂
の
動
機
を
つ
き
つ
め
て
い
え
ば
、
太
子
の
個
人
的
趣
味

(

文
学
好
き)

を
満
足
さ
せ
る
た
め
だ
っ

た
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
れ
ば
、『
玉
台
新
詠』

の

｢

麗
人
た
ち
の
ひ
ま
つ
ぶ
し｣

と
い
う
動
機
と
て
、『

文
選』

と
そ
れ
ほ
ど
違
い
が

あ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
時
期
に
は
、
儒
教
の
覊
絆
か
ら
は
な
れ
て
、｢

政
教
に
役
だ
つ｣

や

｢

勧
善
懲
悪｣

な
ど
の
公
式

め
い
た
発
言
を
し
な
く
て
も
よ
い
風
潮
が
、
有
力
に
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
遊
戯
的
な
風
潮
に
棹
さ
す
よ
う
に
し
て
、

徐
陵
の
ひ
ま
つ
ぶ
し
発
言
も
で
て
き
た
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る

(

拙
著

『

六
朝
の
遊
戯
文
学』

第
一
四
章
も
参
照)

。

第
二
に
、
詩
集
の
序
文
に
あ
り
が
ち
な
、
シ
リ
ア
ス
な
文
学
論
を
展
開
し
て
い
な
い
こ
と
も
あ
げ
て
お
こ
う
。
た
と
え
ば

｢

文
選

序｣

を
例
に
と
れ
ば
、
作
者
の
昭
明
太
子
は

[

詩
文
の
娯
楽
性
を
か
た
る
い
っ
ぽ
う
で]

、
文
学
が
発
生
し
た
由
来
を
か
た
り
、
ま

た
各
ジ
ャ
ン
ル
が
発
展
し
て
い
っ
た
経
緯
を
叙
し
て
い
る
。
そ
し
て
屈
原
の
潔
白
さ
を
強
調
し
た
り
、『

詩
経』

の
風
雅
の
伝
統
を

た
た
え
た
り
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、『

詩
経』

の
風
雅
の
伝
統
を
称
賛
し
た
く
だ
り
を
紹
介
す
れ
ば
、

詩
者
蓋
志
之
所
之
也
。
情
動
於
中
而
形
於
言
。
関
雎
麟
趾
、
正
始
之
道
著
、
桑
間
濮
上
、
亡
国
之
音
表
。
故
風
雅
之
道
、
粲
然

可
観
。
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詩
は
志
の
動
き
を
叙
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
ひ
と
の
感
情
が
心
中
で
う
ご
く
や
、
そ
れ
を
こ
と
ば
に
表
現
す
る
の
だ
。『

詩
経』

の

｢

関
雎｣

｢

麟
趾｣

の
詩
に
は
、
王
道
の
基
礎
を
た
だ
す
道
す
じ
が
し
る
さ
れ
、｢

桑
間｣

｢

濮
上｣

の
詩
に
は
、
亡
国
の

音
楽
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
詩
の
風
雅
の
正
道
は
、
燦
然
と
か
が
や
い
た
の
で
あ
る
。

と
い
う
も
の
だ
。
こ
の
あ
た
り
、
な
か
な
か
格
調
た
か
い
議
論
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
う
し
た
議
論
を
ふ
ま
え
て
か
ら
、
有
名
な

｢

事
出
於
沈
思
、
義
帰
乎
翰
藻｣

(

内
容
は
ふ
か
い
思
弁
か
ら
出
発
し
、
そ
の
意
味
は
華
麗
な
文
辞
に
よ
る
表
現
に
帰
着
し
て
い
る
、

の
意)

と
い
う
作
品
採
録
の
方
針
を
か
た
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

『

文
選』

は
、
編
纂
す
る
動
機
は

『

玉
台』

と
た
い

し
て
か
わ
ら
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
そ
の
文
学
へ
の
姿
勢
は
き
わ
め
て
伝
統
的
で
真
剣
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る

(

拙
著

『

六
朝
の

遊
戯
文
学』

第
十
一
章
を
参
照)
。

と
こ
ろ
が

｢

玉
台
新
詠
序｣
で
は
、
そ
う
し
た
文
学
論
ふ
う
の
記
述
は
ほ
と
ん
ど
み
つ
か
ら
な
い
。｢

玉
台
新
詠
序｣

中
で
文
学

論
と
い
え
そ
う
な
箇
所
は
、

○

[

第
五
段]

曾
無
参
於
雅
頌
、
�
渭
之
間
、
若
斯
而
已
。

亦
靡
濫
於
風
人
。

こ
の
詩
集
は
、『

詩
経』

の
雅
頌
に
接
近
し
た
も
の
で
も
な
い
し
、
ま
た
国
風
の
詩
人
の
道

[

の
尊
厳
さ
を]

を
み
だ
す
も

の
で
も
な
い
。
に
ご
っ
た
�
水
と
き
れ
い
な
渭
水
の
ご
と
き
明
確
な
相
違
が
、
ま
さ
に

『

玉
台』

『

詩
経』

両
者
の
関
係
な

の
で
あ
る
。

○

[

第
六
段]

豈
如

�
学
春
秋
、
儒
者
之
功
難
習
、
固
勝

西
蜀
豪
家
、
託
情
窮
於
魯
殿
、

竇
専
黄
老
、
金
丹
之
術
不
成
。

東
儲
甲
観
、
流
詠
止
於
洞
簫
。

こ
の

『

玉
台』

の
書
た
る
や
、
�
后
は

『

春
秋』

を
ま
な
ん
で
も
、
儒
者
と
し
て
の
功
業
を
完
成
で
き
な
か
っ
た
し
、
竇
后
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も
黄
老
を
こ
の
ん
で
も
、
長
生
の
術
を
修
得
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
ほ
ど
は
難
解
な
も
の
で
な
い
。
ま
た
西
蜀
の
権
門
で

も
、
せ
い
ぜ
い
侍
婢
に

｢

魯
霊
光
殿
の
賦｣

を
誦
読
さ
せ
る
ほ
ど

[

の
ぜ
い
た
く]

に
す
ぎ
な
か
っ
た
し
、
ま
た
東
宮
の
宮

殿
で
も
、
せ
い
ぜ
い

｢

洞
篇
賦｣

を
誦
さ
せ
る
ほ
ど

[

の
楽
し
み]

に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
よ
り
は
ず
っ
と
た
の
し
く

よ
め
る
も
の
だ
。

ぐ
ら
い
に
す
ぎ
な
い
。
前
者
は

『

玉
台』

が

『

詩
経』

を
害
す
る
も
の
で
な
い
と
弁
解
し
た
も
の
、
後
者
は

『

玉
台』

の
詩
歌
が
平

易
で
た
の
し
い
も
の
だ
と
か
た
っ
た
も
の
で
あ
り
、
と
も
に
本
格
的
な
文
学
論
と
よ
べ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
を

｢

文
選

序｣

の
さ
き
の
議
論
と
く
ら
べ
た
ら
、
雲
泥
の
差
だ
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

第
三
に
、
序
文
の
語
り
口
が
謙
虚
で
あ
り
、
卑
下
と
い
う
べ
き
姿
勢
が
め
だ
つ
こ
と
も
指
摘
し
て
お
こ
う
。
右
の｢

こ
の
詩
集
は
、

『

詩
経』

の
雅
頌
に
接
近
し
た
も
の
で
も
な
い
し｣

云
々
が
、
そ
も
そ
も
弁
解
め
い
た
発
言
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
編
纂
動
機
が
勧

懲
や
経
済
の
た
め
で
な
く
、
ひ
ま
つ
ぶ
し
だ
と
明
言
し
て
い
る
こ
と
、
編
者
が
男
性
の
著
名
文
人
で
な
く
麗
人
、
つ
ま
り
後
宮
の
女

性
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
あ
つ
め
ら
れ
た
諸
篇
が
非
難
を
あ
び
や
す
い
艶
詩
の
類
で
あ
る
こ
と

な
ど
の
特
徴
も
、

『

玉
台
新
詠』

が
本
格
的
な
詩
集
で
は
あ
り
え
ず
、
卑
下
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
性
格
は
、

徐
陵
も
じ
ゅ
う
ぶ
ん
自
覚
し
て
い
た
よ
う
だ
。
彼
は
序
文
の
最
後
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
ば
を
も
ら
し
て
い
る
。

�
彼
諸
姫
、
聊
同
棄
日
。

猗
歟
�
管
、
無
或
譏
焉
。

う
つ
く
し
い
麗
人
た
ち
が
、
こ
れ
で
ち
ょ
っ
と
ひ
ま
つ
ぶ
し
を
し
よ
う
と
す
る
の
だ
。
あ
ぁ
、
あ
の
赤
筆
を
も
っ
た
女
史
も
、

こ
れ
を
そ
し
る
こ
と
は
な
さ
る
ま
い
。

こ
の
冗
談
め
か
し
た
発
言
こ
そ
、
徐
陵

[

や
徐
陵
に
編
纂
を
命
じ
た
と
さ
れ
る
蕭
綱]

の
本
音
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。｢

あ
の
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赤
筆
を
も
っ
た
女
史
も
、
こ
れ
を
そ
し
る
こ
と
は
な
さ
る
ま
い｣

。
こ
の
こ
と
ば
は
、
徐
陵
が

『

玉
台
新
詠』

を

[

た
と
え
ば

『

文

選』

と
な
ら
ぶ
よ
う
な]

堂
々
た
る
詩
集
だ
と
お
も
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
だ
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
の

｢

赤

筆
を
も
っ
た
女
史｣

(

原
文

｢

�
管｣)

と
は
、
梁
武
帝
を
は
じ
め
と
す
る
、
当
時
の

[

艶
詩
を
こ
の
ま
し
く
お
も
わ
ぬ]

貴
人
た
ち

を
暗
示
す
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
徐
陵
は
、
武
帝
た
ち
に

｢

こ
ん
な
艶
詩
集
を
つ
く
り
ま
し
た
が
、
ど
う
か
私
を
し
か
ら
な
い

で
く
だ
さ
い｣
と
詫
び
を
い
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う

(『

玉
台
新
詠』

に
武
帝
や
有
力
者
た
ち
の
作
を
採
録
し
て
い
る
こ
と
は
、
一
種

の
懐
柔
策
だ
っ
た
の
だ
ろ
う)

。
こ
う
し
た
言
い
わ
け
を
つ
づ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
じ
た
い
、
こ
の

『

玉
台
新
詠』

の
編
纂
行
為
が

正
統
的
な
も
の
で
な
く
、
ふ
ざ
け
た
も
の
で
あ
っ
て
、
あ
そ
び
に
す
ぎ
ぬ
こ
と
を
、
も
の
が
た
っ
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

第
四
章

幸
福
な
一
致

さ
て
こ
こ
ま
で
、｢

玉
台
新
詠
序｣

の
修
辞
と
内
容
を
検
討
し
て
き
た
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、｢

玉
台
新
詠
序｣

は
修
辞
的
に
卓
越

し
た
美
文
で
か
か
れ
て
い
る
が
、
内
容
的
に
は

｢

玉
台
に
す
む
麗
人
が
、
詩
集
を
編
纂
し
た｣

と
叙
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の

主
眼
は
、
麗
人
の
才
色
兼
備
ぶ
り
や
文
学
の
ひ
ま
つ
ぶ
し
効
用
を
か
た
る
ほ
う
に
あ
っ
て
、
特
段
の
文
学
的
主
張

(

た
と
え
ば
艶
詩

の
文
学
的
価
値
を
た
か
く
称
揚
す
る
な
ど)

を
有
す
る
も
の
で
は
な
い

と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

で
は
こ
う
し
た

｢

玉
台
新
詠
序｣

は
、
じ
ゅ
う
ら
い
ど
の
よ
う
に
評
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
過
去
の
主
要
な
評
言
を
あ
げ
て

み
よ
う
。

[

古
文
奇
賞
巻
一
四
陳
仁
錫
評]

�
口
錦
心
、
又
香
又
艶
。
文
士
浪
称
才
情
、
顧
此
応
愧
。
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[

こ
の
序
文
は]

錦
�
の
ご
と
き
華
麗
な
字
句
で
あ
り
、
香
り
た
か
く
艶
麗
で
あ
る
。[

現
今
の]

文
人
た
ち
は
た
が
い
に

才
情
を
た
た
え
あ
っ
て
い
る
が
、
こ
の
作
を
み
れ
ば
き
っ
と
は
ず
か
し
く
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。

[
徐
孝
穆
集
箋
注
斉
召
南
評]

雲
中
彩
鳳
、
天
上
石
麟
。
即
此
一
序
、
驚
才
絶
艶
、
妙
絶
人
寰
。
序
言

｢

傾
国
傾
城
、
無
双
無

対｣
、
可
謂
自
評
其
文
。

[
こ
の
序
文
は]

雲
中
の
鳳
凰
か
、
は
た
ま
た
天
上
の
麒
麟
と
い
う
べ
き
か
。
こ
の
一
作
だ
け
で
も
、
艶
麗
さ
は
ひ
と
を
驚

嘆
さ
せ
、
世
に
妙
絶
す
る
も
の
だ
。
文
中
に

｢

傾
国
傾
城
に
し
て
、
無
双
無
対
な
り｣

と
い
う
一
節
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
こ

の
序
文
を
評
し
た
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

[

四
六
叢
話
巻
二
〇
孫
梅
評]

玉
台
新
詠
、
其
徐
集
之
圧
巻
乎
。
美
意
泉
流
、
佳
言
玉
屑
。
其
爛
�
也
、
若
蛟
蜃
之
嘘
雲
、
其

鮮
新
也
、
如
蘭
�
之
集
翠
。
洵
足
仰
苞
前
哲
、
俯
範
来
茲
矣
。

玉
台
新
詠
序
は
徐
陵
集
の
な
か
の
圧
巻
と
い
え
よ
う
。
う
る
わ
し
き
内
容
が
泉
の
ご
と
く
わ
き
で
て
、
華
麗
な
字
句
は
玉
の

よ
う
に
う
つ
く
し
い
。
そ
の
爛
�
た
る
さ
ま
は
、
蛟
蜃
が
雲
を
は
き
だ
す
よ
う
で
、
そ
の
新
鮮
な
さ
ま
は
、
蘭
�
が
鬱
蒼
と

し
げ
っ
た
か
の
よ
う
。
過
去
の
文
人
の
成
果
を
吸
収
し
、
後
代
の
文
人
に
範
を
た
れ
る
も
の
で
あ
る
。

[

六
朝
文
�
許
�
評]

駢
語
至
徐
�
、
五
色
相
宣
、
八
音
迭
奏
、
可
謂
六
朝
之
渤
、
唐
代
之
津
梁
。
而
是
篇
尤
為
声
偶
兼
到
之

作
、
煉
格
煉
詞
、
綺
綰
�
錯
、
幾
於
赤
城
千
里
霞
矣
。

美
文
は
徐
陵
や
�
信
に
い
た
る
と
、
五
色
が
た
が
い
に
輝
き
を
発
し
、
八
音
が
調
和
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
六
朝
を
集
大
成

し
、
唐
代
へ
橋
渡
し
し
た
文
章
で
あ
る
。
こ
の
序
文
は
と
り
わ
け
声
律
や
対
偶
が
完
備
し
て
い
る
。
風
格
や
字
句
は
洗
練
さ

れ
、
き
ら
び
や
か
に
交
錯
し
て
、
赤
城
山
が
千
里
ま
で
か
す
ん
で
い
る
か
の
よ
う
だ
。

い
ず
れ
の
批
評
も
、
文
辞
の
卓
越
ぶ
り
を
盛
大
に
た
た
え
て
い
る
。
な
か
で
も
孫
梅
の

｢

う
る
わ
し
き
内
容
が
泉
の
ご
と
く
わ
き
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で
て
、
華
麗
な
字
句
は
玉
の
よ
う
に
う
つ
く
し
い｣

(

美
意
泉
流
、
佳
言
玉
屑)

の
評
言
は
、
内
容
と
形
式
の
両
面
か
ら
絶
賛
し
た

も
の
だ
ろ
う
。
い
っ
ぽ
う
、
ふ
し
ぎ
な
の
は
明
の
陳
仁
錫
の
評
言
で
あ
る
。
こ
の

『

古
文
奇
賞』

は
、
標
題
か
ら
み
る
と
古
文
の
選

集
だ
ろ
う

(

未
見)

。
さ
ら
に

｢

�
口
錦
心｣

の
語
は
、
美
文
を
批
判
し
た
柳
宗
元

｢

乞
巧
文｣

の

｢

駢
四
驪
六
、
錦�

心�

��

口�

、
宮

沈
羽
振
、
笙
簧
触
手｣

(

四
六
の
句
を
な
ら
べ
、
錦
�
の
ご
と
き
華
麗
を
字
句
を
つ
づ
り
、
音
調
も
と
と
の
い
、
笙
簧
を
手
に
奏
す

る
か
の
よ
う
だ
、
の
意)

を
ふ
ま
え
た
も
の
だ
か
ら
、｢

玉
台
新
詠
序｣

を
批
判
し
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、
な
ぜ

か｢

こ
の
作
を
み
れ
ば
き
っ
と
は
ず
か
し
く
な
る
こ
と
だ
ろ
う｣

と
褒
辞
に
終
始
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
過
去
の
文
学
批
評
で
は
、

艶
詩
集
た
る

『

玉
台
新
詠』

は
批
判
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
序
文
の
文
章
そ
れ
じ
た
い
は
好
意
的
に
評
さ
れ
て
き
た
と
み
な
し

て
よ
さ
そ
う
だ
。

現
代
的
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
こ
の
｢

玉
台
新
詠
序｣

は
修
辞
こ
そ
卓
越
す
る
が
、
内
容
的
に
は
と
る
に
た
り
な
い
と
い
う
べ
き
だ

ろ
う
。
そ
う
し
た
作
が
、
な
ぜ

｢

厚
化
粧
で
内
容
に
と
ぼ
し
い｣

と
か
、｢

シ
リ
ア
ス
な
文
学
的
主
張
が
な
い｣

と
か
の
批
判
を
あ

び
る
こ
と
な
く
、
か
く
称
賛
を
う
け
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
徐
陵

｢

玉
台
新
詠
序｣
の
文
章
で
は
、
文
体

(

美
的
な
四
六
駢
儷
文)

と
内
容

(

麗
人
の
賛
美)

と
が
幸

福
な
一
致
を
し
め
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
一
篇
の
作
品
と
し
て
み
た
と
き
、
全
体
的
に
バ
ラ
ン
ス
が
よ
く
て
、
混
乱
や
ち
ぐ
は
ぐ
さ

を
感
じ
さ
せ
ぬ
、
た
か
い
完
成
度
を
有
し
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。

い
っ
た
い
文
体
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
も
っ
と
も
得
意
と
す
る
内
容

(

具
体
的
に
は
題
材
や
分
野
な
ど)

が
あ
る
も
の
だ
。

た
と
え
ば
散
体
の
文
は
、
名
君
や
英
傑
が
活
躍
す
る
歴
史
を
叙
す
る
の
に
適
し
て
い
る
し
、
小
説
の
ス
タ
イ
ル
は
、
怪
異
な
で
き
ご

と
を
記
述
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
。
ま
た
四
言
の
詩
は
、
儀
礼
的
な
宮
廷
楽
府
を
つ
づ
る
の
に
う
っ
て
つ
け
だ
し
、
五
言
の
詩
は
、

文
会
で
軽
妙
な
応
酬
を
す
る
の
に
ぴ
っ
た
り
だ
。
い
っ
ぽ
う
、
つ
よ
い
感
情
的
表
現
を
叙
し
た
け
れ
ば
、｢

兮｣

字
を
つ
か
っ
た
辞
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賦
の
体
が
都
合
が
よ
い
し
、
壮
大
な
都
邑
や
狩
猟
を
賛
美
す
る
に
は
、
散
体
大
賦
が
強
み
を
発
揮
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
の
伝
で
い
え
ば
、
華
麗
な
美
女
を
え
が
い
た
り
、
泰
平
の
治
世
を
慶
賀
す
る
に
は
、
美
文
の
ス
タ
イ
ル
が
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し

い
。
つ
ま
り
こ
の
徐
陵

｢

玉
台
新
詠
序｣

は
、
も
っ
と
も
適
し
た
内
容
が
、
も
っ
と
も
適
し
た
文
体
で
叙
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
か
く

文
体
と
内
容
が
幸
福
な
一
致
を
し
た
と
き
、
か
り
に
甘
言
や
浮
辞
に
終
始
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
作
品
は
空
疎
や
諂
諛
な
ど
の

批
判
を
だ
ま
ら
せ
る
ほ
ど
の
、
輝
か
し
さ
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。

で
は
、｢

玉
台
新
詠
序｣

に
お
い
て
は
、
文
体
と
内
容
が
い
か
に
幸
福
な
一
致
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
具
体
例
を
し
め
し
て

み
る
と
、
た
と
え
ば
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
節
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

○

[

第
一
段]

夫

�
雲
概
日
、
由
余
之
所
未
窺
、

周
王
璧
台
之
上
、

玉
樹
以
珊
瑚
作
枝
、

千
門
万
戸
、
張
衡
之
所
曾
賦
。

漢
帝
金
屋
之
中
、

珠
簾
以
玳
瑁
為
押
。

玉
台
の
大
廈
た
る
や
、
雲
を
し
の
ぎ
太
陽
も
か
く
す
ほ
ど
で
、
由
余
も
み
た
こ
と
が
な
か
っ
た
ほ
ど
だ
し
、
そ
の
門
戸
が
千

万
と
つ
ら
な
る
さ
ま
は
、
張
衡
が

｢
西
京
賦｣

で
詠
じ
た
の
と
お
な
じ
ぐ
ら
い
豪
勢
だ
。
あ
た
か
も
周
の
穆
王
が
盛
姫
に
あ

た
え
た
華
美
な
台
上
を
お
も
わ
せ
、
漢
の
武
帝
が
阿
嬌
を
す
ま
わ
せ
よ
う
と
し
た
金
屋
を
連
想
さ
せ
る
。
そ
こ
の
庭
の
玉
樹

は
珊さ

ん

瑚ご

の
枝
を
の
ば
し
、
白
珠
の
簾
は
玳た
い

瑁ま
い

を
軸
に
し
て
い
る
。

○

[

第
六
段]

於
是

麗
以
金
箱
、

三
台
妙
跡
、
龍
伸
蠖
屈
之
書
、

高
楼
紅
粉
、
仍
定
魚
魯
之
文
、

装
之
宝
軸
。

五
色
華
箋
、
河
北
膠
東
之
紙
。

辟
悪
生
香
、
聊
防
羽
陵
之
蠧
。

霊
飛
六
甲
、
高
檀
玉
函
、

鴻
烈
仙
方
、
長
推
丹
枕
。

そ
こ
で
黄
金
の
箱
を
そ
な
え
、
宝
玉
の
軸
で
巻
物
に
し
た
て
た
。
蔡
�
を
お
も
わ
す
妙
跡
は
、
龍
伸
や
蠖か

く

屈く
つ

の
書
体
を
駆
使
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し
、
石
虎
が
つ
か
っ
た
と
い
う
五
色
の
華
箋
は
、
河
北
や
膠
東
の
紙
で
で
き
た
も
の
。
高
殿
の
美
女
を
お
も
わ
す
麗
人
は
、

魯
魚
の
誤
り
に
留
意
し
て
書
写
し
て
き
た
し
、
悪
気
を
は
ら
う
芸
香
は
、
書
庫
に
い
る
紙
魚
を
ふ
せ
い
で
く
れ
る
は
ず
。
西

王
母
か
ら
さ
ず
け
ら
れ
た

｢

霊
飛
六
甲｣

の
書
の
よ
う
に
、
玉
函
に
い
れ
て
高
所
に
秘
し
、
劉
安
が
も
っ
て
い
た

｢

鴻
宝
仙

方｣
の
ご
と
く
、
ず
っ
と
あ
か
い
枕
の
な
か
に
か
く
し
て
お
く
。

一
例
目
は
、
玉
台
を
紹
介
し
た
部
分
だ
が
、
巨
大
か
つ
豪
華
な
建
物
と
し
て
え
が
か
れ
て
い
る
の
に
注
目
し
よ
う
。
そ
の
巨
大
さ

ぶ
り
は
、『

史
記』
秦
本
紀
の
由
余
の
故
事
を
ふ
ま
え
て
賛
嘆
さ
れ
、
ま
た
張
衡

｢

西
京
賦｣

の
叙
述
を
ひ
き
あ
い
に
だ
し
て
強
調

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
麗
人
が
す
む
各
房
は
、
周
穆
王
や
漢
武
帝
の
ロ
マ
ン
ス
を
背
景
に
有
す
る
、
豪
華
絢
爛
な
も
の
だ
と
い
う
。

さ
ら
に
そ
の
調
度
は
、『

漢
武
故
事』

の
故
事
に
由
来
す
る

｢

玉
樹｣

｢

珊
瑚｣

｢

珠
簾｣

｢

玳
瑁｣

な
ど
の
麗
語
を
使
用
し
て
、
あ
た

か
も
仙
界
に
擬
す
る
か
の
よ
う
に
え
が
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
部
分
は
、
巨
大
さ
や
豪
華
さ

(

内
容)

が
、
典
故
や
麗
語

に
よ
っ
て
よ
そ
お
わ
れ
つ
つ
、
さ
ら
に
対
偶
に
よ
っ
て
整
然
と
叙
さ
れ
て
い
る
の
だ

(

文
体)

。
つ
ま
り
内
容
と
文
体
と
が
協
力
し

て
、
巨
大
さ
や
豪
華
さ
を
も
り
た
て
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
の
二
例
目
で
も
、
対
偶
構
造
の
な
か
で
、
華
麗
な
語
が
点
綴
さ
れ
て
い
る
。｢

金
箱｣

｢

宝
軸｣

な
ど
の
高
価
そ
う
な
装
飾
具
、

｢

龍
伸
蠖
屈
之
書｣
｢

河
北
膠
東
之
紙｣

な
ど
の
精
良
な
書
体
や
箋
紙
、｢

高
楼
紅
粉｣

｢

辟
悪
生
香｣

な
ど
に
よ
る
周
到
な
校
訂
ぶ
り

や
虫
害
の
予
防
ぶ
り
。
そ
し
て

｢

霊
飛
六
甲｣

｢

鴻
烈
仙
方｣
な
ど
の
神
秘
性
を
た
だ
よ
わ
す
書
物
へ
の
比
擬
。
こ
れ
ら
の
き
ら
び

や
か
な
語
を
対
比
的
に
布
置
し
つ
つ
、
完
成
し
た『

玉
台
新
詠』
を
丁
重
に
と
り
あ
つ
か
う
よ
う
す
が
叙
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、

華
麗
な
修
辞

(

文
体)

と
あ
で
や
か
な
艶
詩
集

(

内
容)

と
が
、
幸
福
な
一
致
を
し
め
し
て
い
る
の
に
注
目
し
よ
う
。
こ
う
し
た
叙

し
か
た
こ
そ
、
も
っ
と
も
適
し
た
内
容
が
、
も
っ
と
も
適
し
た
文
体
で
叙
さ
れ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

も
う
一
例
、
や
は
り
美
文
が
強
み
を
発
揮
す
る
、
泰
平
の
治
世
を
慶
賀
し
た
文
章
と
し
て
、
こ
ん
ど
は

｢

玉
台
新
詠
序｣

以
外
の
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例
も
み
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
鮑
照

｢

河
清
頌｣

の
一
節
で
あ
る
。
南
朝
宋
の
元
嘉

(

四
二
四
〜
四
五
三)

中
の
こ
と
、
黄
河
と
済
水

の
流
れ
が
す
み
わ
た
る
と
い
う
、
珍
奇
な
現
象
が
発
生
し
た
。
人
び
と
が
こ
れ
を

｢

美び

瑞ず
い

と
為｣

す
の
を
み
た
鮑
照
は
、
こ
れ
こ
そ

立
身
の
好
機
な
り
と
と
ら
え
た
の
だ
ろ
う
。
彼
は
こ
の
現
象
を
天
人
合
一
の
理
屈
に
む
す
び
つ
け
、｢

河
清
頌｣

と
い
う
一
世
一
代

の
大
作
を
つ
づ
り
、
宋
の
世
祖
こ
と
文
帝

(

在
位
四
二
四
〜
四
五
三)

の
治
世
を
称
賛
し
た
の
で
あ
る
。
以
下
に
、
そ
の
序
文
の
一

節
を
紹
介
し
よ
う
。

自
我
皇
宋
之
承
天
命
也
、

仰
符
応
龍
之
精
、
君
図
帝
宝
、
粲
爛
瑰
英
。
固
以

業
光
曩
代
、

俯
協
河
亀
之
霊
、

事
華
前
徳
矣
。

聖
上
天
飛
践
極
、
迄
茲
二
十
有
四
載
。

道
化
周
流
、

地
平
天
成
、
含
生
阜
熙
、

曜
徳
中
区
、
黎
庶
知
譲
、

玄
沢
汪
�
。

文
同
軌
通
、
表
裏
釐
福
。

観
英
遐
外
、
夷
貊
懐
恵
。

秩
礼
�
勤
、
散
露
台
之
金
、

約
違
迫
脅
、

讌
無
留
飲
、

物
色
異
人
、

顕
靡
失
心
、

賑
民
舒
国
、
傾
御
邸
之
粟
。

奢
去
甚
泰
。

畋
不
盤
楽
。

優
游
�
直
。

幽
無
怨
魄
。

わ
が
宋
朝
が
天
命
を
う
け
て
か
ら
、
天
上
で
は
応
龍
の
精
が
あ
ら
わ
れ
、
地
上
で
は
河
亀
の
霊
が
出
現
し
、
河
図
洛
書
の

ご
と
き
秘
宝
は
、
絢
爛
と
か
が
や
い
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
治
績
が
過
去
よ
り
も
か
が
や
き
、
経
世
が
前
代
よ
り
す
ぐ
れ
る

か
ら
で
ご
ざ
い
ま
す
。

さ
ら
に
今
上
陛
下
が
即
位
さ
れ
て
、
今
年
で
二
十
四
年
で
す
。
教
化
は
あ
ま
ね
く
と
ど
き
、
恩
徳
は
き
わ
め
て
さ
か
ん
で

す
。
天
下
は
安
定
し
て
、
民
衆
は
よ
ろ
こ
び
、
文
字
や
軌
道
は
統
一
さ
れ
て
、
内
外
と
も
ど
も
平
穏
で
す
。
陛
下
の
徳
が
国

中
を
て
ら
す
や
、
民
衆
は
謙
譲
を
わ
き
ま
え
、
英
明
さ
が
化
外
に
お
よ
ぶ
や
、
夷
狄
ど
も
も
恵
み
を
ほ
し
が
り
ま
す
。
礼
を

お
さ
め
勤
労
を
ね
ぎ
ら
お
う
と
、
節
倹
し
た
お
金
を
ふ
る
ま
わ
れ
、
民
に
め
ぐ
み
国
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
、
ご
自
身
の
食
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料
を
分
配
し
ま
し
た
。
倹
約
し
て
も
極
端
に
は
し
ら
ず
、
豪
華
ぶ
り
も
適
切
に
お
さ
め
て
い
ま
す
。
宴
会
も
連
日
す
る
の
で

な
く
、
狩
り
の
楽
し
み
も
ほ
ど
ほ
ど
で
す
。
異
能
の
人
物
を
さ
が
し
も
と
め
、
硬
骨
の
臣
下
を
優
遇
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
高

位
も
失
意
の
者
は
な
く
、
民
衆
も
不
平
を
感
じ
て
お
り
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
も
、
華
麗
な
修
辞

(

文
体)

と
仰
々
し
い
褒
辞

(

内
容)

と
が
、
み
ご
と
な
一
致
ぶ
り
を
し
め
し
て
い
る
。
対
偶
構
造
の

な
か
で
、
宋
朝
を
こ
と
ほ
ぐ
瑞
祥

(｢

応
龍
の
精｣

｢

河
亀
の
霊｣)

の
出
現
を
の
べ
、
文
帝
の
即
位
を

｢

聖
上
天
飛
し
て
極
を
践ふ

む｣

と

『

易
経』

乾
卦
に
依
拠
し
て
た
た
え
る
。
そ
し
て

｢

道
化
周
あ
ま
ね
く
流
れ
、
玄
沢
汪お
う

�
わ
い

た
り｣

と
治
世
の
す
ば
ら
し
さ
を
た
た
え
、
さ

ら
に

｢

礼
を
秩ち
っ

し
勤
を
�
じ
ゅ
つ
し
、
露
台
の
金
を
散
ず｣

云
々
と
、
そ
の
名
君
ぶ
り
を
列
挙
し
て
ゆ
く

(｢

秩
礼｣

は

『

左
氏
伝』

文
公

六
年
に
用
例
が
あ
る
。
ま
た

｢
露
台｣

は
名
君
の
漢
文
帝
が
節
倹
に
は
げ
ん
だ
故
事
に
よ
る)

。
そ
し
て
、
こ
こ
で
は
略
し
た
が
、

や
が
て
黄
河
と
済
水
の
清
流
化
に
言
及
し
、｢

こ
れ
は
ま
さ
に
世
に
ま
れ
な
偉
観
で
し
て
、
皇
室
を
た
た
え
る
で
き
ご
と
で
す｣

(

斯

誠
曠
世
偉
観
、
昭
啓
皇
明
者
也)

と
の
べ
て
、
文
帝
や
宋
室
の
慶
事
に
む
す
び
つ
け
る
の
で
あ
る
。

鮑
照
は
、[

お
そ
ら
く]

ご
く
一
時
的
な
現
象
に
す
ぎ
ぬ
だ
ろ
う
河
水
の
清
流
化
を
、
か
く
も
大
仰
に
奇
瑞
と
し
て
と
り
あ
げ
、

し
か
も
そ
れ
を
文
帝
や
宋
室
の
慶
事
に
む
す
び
つ
け
た
。
そ
の
も
く
ろ
み
は
み
ご
と
に
図
に
あ
た
り
、｢

世
祖
は

[

鮑]

照
を
以
て

中
書
舍
人
と
為｣

し
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
創
作
は
、
諂
諛
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
当
時
の
人
び
と
も
お
そ
ら
く
、
鮑
照
の

意
図
に
は
気
づ
い
て
い
た
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
で
も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
鮑
照
は
中
書
舍
人
の
ポ
ス
ト
を
手
に
い
れ
、
さ
ら
に

｢

其
の
序

は
甚
だ
工た

く

み
な
り｣

と
た
た
え
ら
れ
た
の
だ
っ
た

(『

宋
書』
巻
五
一)

。
鮑
照
の
ね
ら
い
は
、
世
渡
り
の
う
え
で
も
創
作
の
う
え
で

も
、
み
ご
と
な
成
功
を
お
さ
め
た
の
で
あ
る

(

１)

。

な
ぜ
、
こ
ん
な
明
白
な
諂
諛
の
作
で
も
、
成
功
を
お
さ
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
そ
れ
は
、
華
麗
な
修
辞
を
駆
使
し
た
文
体
と

泰
平
を
慶
賀
し
た
内
容
と
が
、
作
中
で
美
事
な
一
致
を
し
め
し
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
か
く
文
体
と
内
容
と
が
み
ご
と
に
一
致
し
て
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い
れ
ば
、
い
か
に
動
機
が
さ
も
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
内
容
が
諂
諛
に
み
ち
て
い
よ
う
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
ま
っ
た
く
問
題
に
な

ら
な
い
。
一
篇
の
な
か
で
、
か
く
も
幸
福
な
一
致
を
し
め
し
た
こ
の
作
は
、
そ
れ
自
体
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
の
な
い
、
完
璧
な
も
の
な

の
だ
。
そ
う
し
た
作
は
、
文
学
以
外
の
立
場

(

た
と
え
ば
倫
理
的
立
場)

か
ら
批
判
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も

(

２)

、
文
学
作
品
そ
れ
自

体
と
し
て
は
、
も
は
や
ど
こ
か
ら
も
瑕
疵
を
指
摘
さ
れ
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、｢
玉
台
新
詠
序｣

へ
の
批
判
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
原
因
が
、
も
う
ひ
と
つ
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
は
、
い
ま
ま
で
説
明
し

て
き
た
こ
と
の
裏
返
し
な
の
だ
が
、
こ
の
序
文
が
、
美
的
文
体
と
幸
福
な
一
致
を
し
な
い
事
物
に
は
目
を
つ
ぶ
っ
て
、
い
っ
さ
い
無

視
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
徐
陵
は
美
文
に
適
さ
ぬ

[

華
麗
で
な
い]

題
材
や
話
題
を
、
徹
底
的
に
排
除
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば

｢

玉
台
新
詠
序｣
に
は
、
才
色
を
兼
備
し
な
い
女
性
は
登
場
し
な
い
し
、
ま
た
後
宮
で
の
生
活
を

｢

籠か
ご

の
と
り｣

と
観

じ
て
不
幸
を
う
っ
た
え
る
女
性
も
で
て
こ
な
い
。
第
四
段
に
で
て
き
た
た
い
く
つ
さ
が
、
不
幸
と
い
え
ば
不
幸
だ
が
、
そ
れ
は

『

玉

台』

編
纂
の
き
っ
か
け
に
な
る
も
の
で
、
一
種
の
ス
パ
イ
ス
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
要
す
る
に

｢

玉
台
新
詠

序｣

に
は
、
美
的
文
体
に
ふ
さ
わ
し
か
ら
ぬ
華
麗
な
ら
ざ
る
も
の
、
た
と
え
ば
病
気
、
貧
困
、
鈍
才
、
卑
陋
な
ど
の
、
醜
悪
だ
っ
た

り
不
快
だ
っ
た
り
す
る
も
の
は
、
い
っ
さ
い
叙
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に

｢

玉
台
新
詠
序｣

で
は
、
シ
リ
ア
ス
な
文
学
論
が
つ
づ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
想
起
し
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
第
三
章

で
も
謙
虚
な
姿
勢
の
一
環
と
し
て
ふ
れ
た
が
、
ど
う
や
ら
も
う
ひ
と
つ
、
華
麗
な
ら
ざ
る
も
の
を
回
避
す
る
と
い
う
意
図
も
存
し
て

い
た
よ
う
だ
。
そ
も
そ
も
美
文
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
て
も
、
高
度
の
文
学
論
が
展
開
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い

(

じ
っ
さ
い
、『

文

心
雕
龍』

で
は
実
践
し
て
い
る)

。
だ
が
、
清
の
孫
梅
が

｢

四
六
は
敷
陳
に
長
ず
る
も
、
議�

論�

に�

短�

し�

と
す｣

(『

四
六
叢
話』

巻
三

一)

と
い
う
よ
う
に
、
美
文
で
は
議
論
ふ
う
の
文
章
は
つ
づ
り
に
く
か
っ
た
。
文
学
論
を
展
開
す
る
と
な
る
と
、
対
偶
は
駆
使
で
き
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て
も
、
華
麗
な
内
容
や
美
的
な
錬
字
ば
か
り
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
だ
。

そ
の
う
え
、｢

文
学
は
か
く
あ
る
べ
し｣

と
力
説
す
る
こ
と
自
体
が
、[

艶
詩
集
に
ふ
さ
わ
し
い]

華
麗
な
振
る
舞
い
と
は
い
い
に

く
い
も
の
だ
っ
た
。
ほ
ん
ら
い
文
学
と
い
う
も
の
は
、
勧
善
懲
悪
や
経
世
済
民
な
ど
の

｢

志｣

を
か
た
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
堂
々

た
る
丈
夫
が
な
す
べ
き
経
国
の
大
業
だ
っ
た
の
だ
。
と
す
れ
ば
、
シ
リ
ア
ス
な
文
学
論
を
展
開
す
る
よ
う
な
こ
と
は
、
麗
人
が
編
纂

し
た
艶
詩
集
の
序
文
に
は
、
け
っ
し
て
ふ
さ
わ
し
い
話
題
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

徐
陵
は
そ
う
し
た
事
情
を
、
百
も
承
知
し
て
い
た
に
相
違
な
い
。
だ
か
ら
彼
は
序
文
中
で
、
け
っ
し
て
本
格
的
な
文
学
論
を
し
な

か
っ
た
。
さ
ら
に
彼
が
周
到
だ
っ
た
の
は
、
文
学
論
を
し
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
艶
詩
や
そ
の
集
を
価
値
づ
け
る
発
言
も
し
て
い

な
い
こ
と
だ
。
彼
は
た
だ
麗
人
の
才
色
を
ほ
め
た
た
え
、｢

麗
人
が
ひ
ま
つ
ぶ
し
の
た
め
に
、
詩
集
を
編
纂
し
ま
し
た
。
だ
か
ら
、

ど
う
ぞ
お
し
か
り
に
な
ら
ず
、
お
見
の
が
し
く
だ
さ
い｣

、
こ
う
い
っ
て
世
の
人
び
と
の
許
し
と
寛
恕
を
乞
う
の
み
だ
っ
た
。
つ
ま

り
麗
人
の
賛
美
と
謙
虚
な
弁
解
、
こ
の
ふ
た
つ
で
後
ろ
ぐ
ら
い

[

と
自
覚
し
て
い
た
ろ
う]

艶
詩
の
編
纂
を
弥
縫
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
姿
勢
は
、｢

典
論
論
文｣

や

『
文
心
雕
龍』

な
ど
の

[

文
学
の
価
値
を
称
揚
し
た]

議
論
と
く
ら
べ
る
と
、
な
ん
と

[

堂
々
さ
に
欠
け
た]

卑
屈
な
こ
と
か
と
お
も
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
お
か
げ
で

｢

玉
台
新
詠
序｣

は
、
困
難
な
艶
詩
擁

護
の
議
論

[

や
あ
り
え
た
か
も
し
れ
な
い
非
難
の
嵐]
を
さ
け
、
華
麗
で
た
の
し
い
内
容
に
終
始
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
っ
た
。

そ
こ
で
は
、
麗
人
た
ち
が
い
か
に
才
色
を
兼
備
し
、
い
か
に
艶
詩
集
を
編
し
た
か
が
叙
さ
れ
る
だ
け
。
そ
し
て
そ
の
背
景
に
は
、
巨

大
な
玉
台
、
華
麗
な
居
室
、
玉
樹
や
珠
簾
の
豪
奢
な
調
度
が
ひ
か
え
、
ま
た
宮
中
で
開
催
さ
れ
る
盛
大
な
宴
席
や
、
着
か
ざ
っ
た
麗

人
の
歌
舞
、
さ
ら
に
投
壼
の
妙
技
や
博
奕
の
手て

錬れ
ん

が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
ゆ
く
…
…
。
華
麗
で
な
い
題
材
や
話
題
を
す
て
た
た
め
に
、

序
文
は
こ
う
し
た
楽
し
み
ご
と
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
。
そ
の
意
味
で
こ
の

｢

玉
台
新
詠
序｣

の
文
章
は
、
言
志
や
勧
懲
で
支
配
さ

れ
て
い
た
過
去
の
文
学
に
対
し
、
楽
し
み
と
し
て
の
文
学
と
い
う
、
ひ
と
つ
の
風
穴
を
あ
け
た
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
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以
上
、
修
辞
的
に
は
卓
越
す
る
が
、
内
容
に
と
ぼ
し
い

｢

玉
台
新
詠
序｣

の
文
章
が
、
な
ぜ
批
判
を
あ
び
る
こ
と
な
く
称
賛
さ
れ

て
き
た
の
か
に
つ
い
て
、
私
見
を
の
べ
て
き
た
。
一
言
で
い
え
ば
、
美
的
な
文
体
と
美
的
な
内
容
と
が
幸
福
な
一
致
を
し
め
し
、
美

的
な
ら
ざ
る
も
の
は
い
っ
さ
い
排
除
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
比
喩
的
に
い
え
ば
、
麗
人
と
艶
詩
を
テ
ー
マ

に
し
た

[
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
の
ご
と
き]

夢
と
娯
楽
の
殿
堂
、
そ
れ
が

｢

玉
台
新
詠
序｣

の
文
学
世
界
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た

娯
楽
の
殿
堂
に
対
し
、｢

厚
化
粧
で
内
容
に
と
ぼ
し
い｣
｢

シ
リ
ア
ス
な
文
学
的
主
張
が
な
い｣

な
ど
の
批
判
を
あ
び
せ
た
と
て
、
な

ん
に
な
ろ
う
。
徐
陵
は
そ
ん
な
批
判
は
承
知
の
う
え
で
、
か
か
る
夢
の
世
界
を
叙
し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
こ
れ
で
完
結
し
た
美
的

な
文
学
だ
と
み
と
め
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
。｢

玉
台
新
詠
序｣

の
文
章
が
、
内
容
の
と
ぼ
し
さ
を
批
判
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
好
意
的

に
評
さ
れ
て
き
た
の
は
、
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

第
五
章

麗
人
編
纂
説

こ
の

『

玉
台
新
詠』

研
究
で
は
近
時
、
注
目
す
べ
き
論
争
が
お
こ
な
わ
れ
た

(

ま
だ
決
着
は
つ
い
て
い
な
い
よ
う
だ)

。
そ
の
論

争
は
、
復
旦
大
学
の
章
培
恒
教
授

(

お
し
い
こ
と
に
、
二
〇
一
一
年
に
逝
去
さ
れ
た)

が
二
〇
〇
四
年
に
公
表
さ
れ
た

｢

玉
台
新
詠

為
張
麗
華
所
�
撰
録
�
考｣

(｢

文
学
評
論｣

二
〇
〇
四
―
二

以
下
、｢

撰
録
考｣)

と
い
う
論
文
に
端
を
発
す
る
。
章
培
恒
氏
は
こ

の
論
文
に
お
い
て
、｢

徐
陵
は

『

玉
台』

の
序
文
を
か
い
た
だ
け
で
、
じ
っ
さ
い
の
編
纂
は
陳
後
主
の
貴
妃
だ
っ
た
張
麗
華
が
お
こ

な
っ
た｣

と
い
う
斬
新
な
説
を
発
表
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

文
学
史
の
定
説
で
は

『

玉
台
新
詠』

は
、
徐
陵
が
梁
の
簡
文
帝
の
命
を
う
け
て
編
集
し
た
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
そ
う
し

た
見
か
た
が
定
説
に
な
っ
て
い
た
か
と
い
え
ば
、
ま
ず
信
頼
で
き
る

『

隋
書』
経
籍
志
に

｢

玉
台
新
詠
十
巻
徐
陵
撰｣

と
あ
り
、
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『

玉
台』

を
徐
陵
編
だ
と
明
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
く
わ
え
て
、
そ
の
編
纂
の
経
緯
を
説
明
し
た
資
料
が
二
つ
存
し
て
い
る
か

ら
だ
。
こ
れ
を
時
代
順
に
紹
介
し
よ
う
。

第
一
に
、
晁
公
武

『

郡
斎
読
書
志』

中
の
記
事
で
あ
る
。同
書
巻
四
下
に

｢

玉
台
新
詠
十
巻｣

を
著
録
し
て

｢

右
は
陳
の
徐
陵
の

纂｣

と
名
言
し
た
う
え
で
、

唐
李
康
成
云
、
昔
陵
在
梁
世
、
父
子
倶
事
東
朝
、
特
見
優
遇
。
時
承
平
好
文
、
雅
尚
宮
体
。
故
采
西
漢
以
来
詞
人
所
著
楽
府
艶

詩
、
以
備
諷
覧
。

唐
の
李
康
成
が
い
う
。
む
か
し
徐
陵
が
梁
で
活
躍
し
て
い
た
こ
ろ
、
父
の
徐
�
と
も
ど
も
皇
太
子

(

の
ち
の
簡
文
帝)

に
お

つ
か
え
し
、
と
く
に
優
遇
さ
れ
て
い
た
。
当
時
は
平
安
だ
っ
た
の
で
文
学
が
こ
の
ま
れ
、
と
く
に
宮
体
詩
が
珍
重
さ
れ
て
い

た
。
そ
れ
ゆ
え
徐
陵
は
前
漢
以
後
の
詩
人
が
つ
く
っ
た
楽
府
や
艶
詩
を
編
纂
し
て
、
太
子
の
誦
読
に
そ
な
え
た
の
で
あ
る
。

と
の
べ
て
い
る
。
こ
こ
で

『

郡
斎』
が
そ
の
こ
と
ば
を
引
用
し
た
李
康
成
と
は
、
唐
の
天
宝

(

七
四
二
〜
七
五
六)

か
ら
大
暦

(

七

六
六
〜
七
七
九)

に
か
け
て
の
ひ
と
。
彼
は

『
玉
台
後
集』

な
る
書
を
編
し
て
お
り
、
そ
れ
は
梁
陳
か
ら
唐
玄
宗
の
天
宝
ま
で
の
詩

人
二
百
九
人
の
詩
六
七
〇
首
を
あ
つ
め
た
十
巻
の
詩
集
だ
っ
た
と
い
う

(

い
ま
は
佚
。
残
欠
が
の
こ
る
の
み)

。
玉
台
後
集
と
い
う

標
題
か
ら
み
て
、
徐
陵

『

玉
台
新
詠』

の
続
編
た
ら
ん
と
し
た
詩
集
だ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
李
康
成
が
か
た
っ
た

｢

徐
陵
は
前
漢
以

後
の
詩
人
が
つ
く
っ
た
楽
府
や
艶
詩
を
編
纂
し
て
、
太
子
の
誦
読
に
そ
な
え
た｣

な
る
書
物
が
、
つ
ま
り

『

玉
台
新
詠』

だ
っ
た
わ

け
だ
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、『

玉
台
新
詠』

が
徐
陵
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
こ
と
が
、
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
李
康
成
よ
り
半
世
紀
お
く
れ
る
唐
の
元
和

(

八
〇
六
〜
八
二
〇)

の
ひ
と
、
劉
肅
の
手
に
な
る

『

大
唐
新
語』

公
直
篇

の
記
事
が
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
の
研
究
者
の
あ
い
だ
で
は
と
く
に
有
名
で
あ
り
、『

玉
台』

の
成
立
を
か
た
ろ
う
と
す
れ
ば
、
こ
の

資
料
に
言
及
し
な
い
者
は
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
、
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[

劉
肅
大
唐
新
語
公
直]

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
。

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
。

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
徐
陵
の

『

玉
台』

編
纂
事
情
が
、
右
の
李
康
成
の
発
言
よ
り
も
明
瞭
に
な
っ
て
き
て
、

『

玉
台』

研
究
者
に
と
っ
て
は
あ
り
が
た
い
資
料
と
な
っ
た

(

た
だ
し
こ
の
資
料
に
つ
い
て
は
、｢

簡
文
帝
は
晩
年
に
こ
れ
を
改
作
し

よ
う
と
し
た｣

と
あ
る
が
、
そ
の
改
作
し
よ
う
と
し
た
事
実
が
確
認
で
き
な
い
と
か
、｢

艶
詩
の
体
を
権
威
づ
け
よ
う
と
し
た｣

と

あ
る
が
、
権
威
づ
け
る
と
は
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
か
わ
か
ら
な
い
と
か
、
疑
問
も
す
く
な
く
な
い

(

３))

。

以
上
の
資
料
に
よ
っ
て
、『

玉
台』

は
徐
陵
が
梁
の
簡
文
帝
の
命
を
う
け
て
、
編
集
し
た
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。
徐
陵
の
序
文
に

｢

才
色
兼
備
の
麗
人
が
編
纂
し
た｣

と
か
い
て
あ
る
が
、
そ
れ
は
韜
晦
し
た
言
い
か
た
に
す
ぎ
ず
、
じ
っ
さ
い
は
徐
陵
の
編
だ
ろ
う

と
か
ん
が
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
章
培
恒
氏
は

｢

撰
録
考｣

に
お
い
て
そ
の
説
を
く
つ
が
え
し
、｢

序
文
が
い
う
よ
う
に
、『

玉
台』

は
才
色
兼
備
の
麗

人

(

陳
の
張
麗
華)

が
編
纂
し
た
も
の
で
あ
り
、
徐
陵
は
序
文
を
つ
づ
っ
た
だ
け
に
す
ぎ
な
い｣

と
主
張
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
も
し

そ
の
と
お
り
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、『

玉
台』

編
者
の
変
更
だ
け
で
な
く
、
編
纂
時
期
も
陳
代
だ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
章
氏
の
主
張
は

文
学
史
の
書
き
か
え
を
せ
ま
る
、
画
期
的
な
新
説
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。｢

玉
台
新
詠
序｣

に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
本
稿
と
し

て
は
、
最
近
あ
ら
わ
れ
た
こ
の
重
要
な
指
摘
を
無
視
す
る
わ
け
に
ゆ
か
な
い
。
そ
こ
で
、
以
下
で
章
氏
の
主
張
の
概
略
を
紹
介
し
、
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あ
わ
せ
て
私
見
も
の
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

章
培
恒
氏
の
主
張
は
、
右
の

｢

撰
録
考｣

だ
け
で
な
く

[

他
研
究
者
の
反
論
に
再
反
論
し
た]

続
稿
、
続
々
稿
で
も
展
開
さ
れ
て

い
る

(
以
下
、
章
氏
の
一
連
の

『

玉
台』

論
文
を
章
論
と
称
す
る)

。
こ
れ
ら
す
べ
て
を
手
み
じ
か
に
ま
と
め
る
の
は
容
易
で
な
い

し
、
ま
た
私
の
主
観
で
か
た
よ
っ
た
要
約
に
な
っ
て
も
い
け
な
い
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
談
�
芳
氏
が
章
論
を
要
約
さ
れ
た
も
の
を

し
め
そ
う
。
そ
れ
は
二
〇
一
四
年
、
上
海
古
籍
出
版
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た

『

玉
台
新
詠
彙
校』

(

二
〇
一
四)

の

｢

前
言｣

中
の
一

節

(｢

一
、
玉
台
新
詠
的
編
者
及
編
纂
時
間｣)

で
あ
る
。
こ
の
文
の
筆
者
の
談
�
芳
氏
は
、
章
氏
と
歩
調
を
あ
わ
せ
て

『

玉
台』

研

究
に
従
事
し
、
そ
の
よ
き
協
力
者
と
し
て
つ
と
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
せ
い
か
、
こ
の

｢

前
言｣

は
章
氏
の
主
張
を
う
ま
く
要
約
さ

れ
て
い
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
章
論
の
大
体
は
つ
く
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

○
劉
肅

『

大
唐
新
語』

公
直
に
｢

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｣

と
あ
る
。
だ
が
唐
の
元
和
の
ひ
と
劉
肅
は
、
陳
滅
亡
時
か
ら
二
百
年
も
へ
だ
た
っ

て
お
り
、
軽
々
に
信
用
す
べ
き
で
な
い
。
そ
も
そ
も

『

大
唐
新
語』

(『

新
唐
書』

芸
文
志
雑
史
類
に
著
録
さ
れ
る)

は
小
説
に

属
す
る
書
物
で
あ
り
、
明
代
の
中
後
期
に

『
唐
世
説
新
語』

と
し
て
や
っ
と
出
現
す
る
も
の
に
す
ぎ
ぬ
。
こ
の
書
は
、
明
人
が

『

太
平
御
覧』

等
に
ひ
く

『

大
唐
新
語』

を
参
考
に
し
つ
つ
、
内
容
を
増
益
し
た
偽
書
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
不
確
実
な
資
料
に

よ
っ
て
、
徐
陵
が

『

玉
台
新
詠』

を
編
纂
し
た
と
い
う
説
を
信
じ
て
は
な
ら
な
い
。

○
正
史
の
著
録
や
諸
文
献
か
ら
み
る
と
、｢

徐
陵
が
簡
文
帝
の
命
に
よ
っ
て
玉
台
を
編
纂
し
た｣

と
い
う
見
か
た
に
も
、
問
題

が
お
お
い
。
唐
宋
に
で
き
た
史
書
に
、『

玉
台
新
詠』

は
徐
陵
の
編
に
あ
ら
ず
と
す
る
著
録
が
み
え
て
い
る
か
ら
だ
。
最
初
に

著
録
し
た

『

隋
書』

経
籍
志
は

『

玉
台』

を
徐
陵
編
と
し
、『

新
唐
書』
芸
文
志
も
そ
れ
に
お
な
じ
い
。
と
こ
ろ
が

『

旧
唐
書』

経
籍
志

[

の
最
古
の
版
本]

で
は
、｢

徐
��

撰｣

と
し
て
い
る
の
で
あ
る

(
中
華
書
局
の
点
校
本

『

旧
唐
書』

で
は

｢

玉
台
新

214



詠
十
巻
徐
陵
撰｣

と
す
る

福
井
注)

。
こ
の

『

旧
唐
書』

の

｢

徐
�｣

は
、
明
代
刊
行
時
の
錯
誤
だ
と
お
も
わ
れ
や
す
い

が
、
そ
う
と
も
い
い
き
れ
な
い
。

○
と
い
う
の
は
、
第
一
に
、『

旧
唐
書』

[

の
最
古
の
版
本]

で

｢

徐
�
撰｣

と
す
る
総
集
は
、
こ
れ
以
外
に
も

『

六
代
詩
集
鈔

四
巻』
が
あ
る
か
ら
だ

(

中
華
書
局
点
校
本
で
は

｢

徐
陵
撰｣

と
す
る

福
井
注)

。
両
方
と
も
錯
誤
だ
と
し
て
よ
い
だ
ろ

う
か
。
ま
た
べ
つ
に

『

徐
陵
集
三
十
巻』

も
著
録
さ
れ
て
お
り
、『

旧
唐
書』

[

の
最
古
の
版
本]

は

｢

徐
�｣

と

｢

徐
陵｣

を

き
ち
ん
と
区
別
し
て
著
録
し
て
い
る
。

○
第
二
に
、『

新
唐
書』

は
文
章
に
は
意
を
そ
そ
ぐ
が
考
証
は
雑
な
書
で
あ
り
、｢

徐
�｣

と
あ
っ
た
の
を

｢

徐
陵｣

に
あ
ら
た

め
た
可
能
性
が
な
い
で
な
い
。『

新
唐
書』

に
は
徐
陵
の

『

六
代
詩
集
鈔』

以
外
に
、｢

許
�｣

が
撰
し
た

『

六
代
詩
集
鈔』

も

著
録
さ
れ
て
い
て

(

中
華
書
局
点
校
本
で
は

｢

許
凌�｣

と
す
る

福
井
注)

、
ふ
つ
う
に
は
同
一
の
書
だ
ろ
う
と
み
な
し
て

い
る
。
す
る
と
、
こ
の

『

六
代
詩
集
鈔』

の
編
者
の
名
は
、
も
と
も
と

｢

�｣

に
つ
く
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、『

旧
唐
書』

[

の
最
古
の
版
本]

が
こ
の
書
を

｢
徐
�
撰｣

と
し
て
い
た
の
も
、
依
拠
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

○
第
三
に
、
い
ま
の

『

隋
書』

経
籍
志
は
宋
刻
宋
逓
修
本
が
最
古
だ
が
、
こ
の
書
の
字
句
は
、
宋
の
嘉
祐
に
刊
刻
さ
れ
た

『

新

唐
書』

に
影
響
さ
れ
て
、『

玉
台
新
詠』

の
編
者
を

｢

徐
陵｣

に
あ
ら
た
め
た
可
能
性
が
あ
る
。

○
さ
ら
に
日
本
の
藤
原
佐
世

『

日
本
国
見
在
書
目
録』

(
八
九
一)

で
は
、『

玉
台
新
詠』

を

｢

徐
��

撰｣

と
し
て
い
る

(

注
６

を
参
照)

。
こ
れ
か
ら
み
て
も
、
唐
代
で
は

『

玉
台
新
詠』
は

｢

徐
陵
撰｣

と
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
こ
う
し
た
状
況
が

ず
っ
と

『

新
唐
書』

芸
文
志
に
つ
づ
い
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。

○
唐
宋
の
文
人
た
ち
も
じ
ゅ
う
ら
い
、
お
お
く
徐
陵
を『

玉
台
新
詠』
の
序
文
作
者
と
す
る
だ
け
で
、
編
者
と
は
し
て
い
な
い
。

た
と
え
ば
韓
�｢

香
奩
集
叙｣

、
劉
克
荘

『

後
村
詩
話
前
集』

、
厳
羽

『
滄
浪
詩
話』

詩
体
、
周
紫
芝

｢

太
倉
�
米
集』

巻
五
十
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一
な
ど
の
記
載
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。
彼
ら
は

『

玉
台
新
詠』

の
編
者
を
し
ら
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

○
徐
陵
が

『

玉
台
新
詠』

の
編
者
で
な
い
こ
と
を
明
確
に
証
明
す
る
の
は
、｢

玉
台
新
詠
序｣

の
文
章
で
あ
る
。
こ
こ
で
徐
陵

は
、
は
っ
き
り

｢

後
宮
の
寵
妃
が
編
纂
し
た｣

と
か
た
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
く
わ
え
て

『

玉
台』

所
収
詩
の
作
者
は
、
天
子
や

皇
太
子

[

と
王
融]

以
外
は
姓
名
を
提
示
し
て
い
る
が
、
徐
陵
の
場
合
だ
け
、
あ
ざ
な
を
も
ち
い
て

｢

徐
孝
穆｣

と
題
し
て
い

る
。
こ
れ
も
、
徐
陵
が

『

玉
台
新
詠』

の
編
者
で
な
い
証
拠
に
な
ろ
う
。

○

『

玉
台
新
詠』

所
収
の
蕭
衍
と
蕭
綱
の
詩
は
、
そ
れ
ぞ
れ

｢

梁
武
帝｣

｢

梁
簡
文｣

と
す
る
。
簡
文
の
諡
号
が
確
定
し
た
と

き
は
、
梁
滅
亡
の
五
年
後
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
こ
ろ
は
戦
乱
が
つ
づ
い
て
い
た
の
で
、
と
お
く
北
地
を
さ
ま
よ
っ
て
い
た
徐

陵
が
、『

玉
台』

の
序
文
を
か
け
た
は
ず
が
な
い
。
こ
う
し
た
事
情
を
総
合
的
に
勘
案
す
れ
ば
、『

玉
台
新
詠』

は
陳
代
に
で
き

た
と
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
し
て
陳
の
后
妃
中
で
こ
う
し
た
才
色
兼
備
の
女
性
は
、
張
麗
華
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
。
す
る
と

『

玉
台
新
詠』

は
、
彼
女
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

以
上
が
談
�
芳
氏
に
よ
る
章
論
要
約

(
さ
ら
に
私
が
適
宜
、
談
氏
の
文
の
要
を
つ
ん
だ
。『

旧
唐
書』

版
本
等
の
こ
と
に
つ
い
て

は
、
呉
冠
文
・
章
垣
恒

｢

玉
台
新
詠
撰
人
討
論
的
幾
个
遺
留
問
題｣

〈

注
４
を
参
照〉

に
依
拠
し
て
補
足
し
た)

で
あ
る
。
こ
れ
を

要
す
る
に
章
論
の
主
張
は
、｢

徐
陵
は

『

玉
台』

の
序
文
を
か
い
た
だ
け
で
、
じ
っ
さ
い
の
編
纂
は
陳
後
主
の
貴
妃
の
張
麗
華
が
お

こ
な
っ
た｣

と
い
う
こ
と
に
つ
き
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

章
氏
が
か
く
主
張
す
る
論
拠
は
、

①
徐
陵

｢

玉
台
新
詠
序｣

中
の

｢

才
色
兼
備
の
麗
人
が
玉
台
を
編
纂
し
た｣

の
記
述
は
、
事
実
に
ち
が
い
な
い
。

②

『

玉
台』

を
編
纂
で
き
る
よ
う
な
陳
の
麗
人
は
、
張
麗
華
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
。

の
二
点
に
存
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
も
せ
ん
じ
つ
め
れ
ば
、
①
が
章
論
の
根
底
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
さ
そ
う
だ

(

②
は
①
か
ら
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派
生
し
て
き
た
も
の
に
す
ぎ
な
い)

。
つ
ま
り

｢

序
文
に

〈

麗
人
が
編
纂
し
た〉

と
か
い
て
あ
る
以
上
、『

玉
台』

は
麗
人
が
編
纂
し

た
も
の
に
ち
が
い
な
い｣

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
麗
人
編
纂
説
を
主
張
す
る
た
め
、
章
培
恒
氏
は

『

玉
台』

の
著
録
状
況
や
諸
資
料
を
精
査
し
て
、
文
献
学
の
方
面
か
ら
も
徐

陵
編
纂
説
へ
の
疑
問
を
提
起
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
も
っ
と
も
私
見
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
文
献
学
的
考
証
は
補
強
程
度
の
も
の
に
す

ぎ
ず
、
麗
人
編
纂
説
を
さ
さ
え
る
主
要
な
論
拠
は
、
章
氏
の
真
摯
な
読
解

[

に
よ
っ
て

〈

麗
人
が
編
纂
し
た〉

の
記
述
は
韜
晦
で
は

な
く
、
事
実
だ
っ
た
と
認
定
し
た
こ
と]

に
こ
そ
存
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
意
味
で
、
章
培
恒
氏
の
新
説
は
、
真
剣
に
テ

キ
ス
ト
を
よ
み
こ
む
と
い
う
作
業
を
基
礎
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
学
問
の
王
道
に
た
っ
た
研
究
手
法
だ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

二
〇
〇
四
年
、
こ
の
斬
新
か
つ
画
期
的
な

｢

撰
録
考｣

が
公
表
さ
れ
る
や
、
た
ち
ま
ち
学
界
に
賛
否
両
論
が
う
ず
ま
い
た
。
そ
う

し
た
賛
否
の
諸
論

(

章
氏
の
再
反
論
も
ふ
く
む)

の
う
ち
、｢

撰
録
考｣

公
表
後
、
三
年
以
内
に
出
現
し
た
も
の
だ
け
あ
げ
れ
ば
、

談
�
芳

｢

玉
台
新
詠
版
本
考
―
兼
論
此
書
的
編
纂
時
間
和
編
者
問
題｣

＊

(｢

復
旦
学
報｣

二
〇
〇
四
―
四)

、

樊
栄

｢

玉
台
新
詠
撰
録
真
相
考
弁

兼
与
章
培
恒
先
生
商
�｣

(｢

中
州
学
刊｣

二
〇
〇
四
―
六)

、

�
国
平

｢

玉
台
新
詠
張
麗
華
撰
録
説
献
疑
―
向
章
培
恒
先
生
請
教｣

(｢

学
術
月
刊｣

二
〇
〇
四
―
九)

、

胡
大
雷

｢

玉
台
新
詠
為
梁
元
帝
徐
妃
所
�
撰
録
�
考｣

(｢

文
学
評
論｣

二
〇
〇
五
―
二)

、

呉
冠
文

｢

再
談
今
本
大
唐
新
語
的
真
偽
問
題｣

＊

(｢
復
旦
学
報｣

二
〇
〇
五
―
四)

談
�
芳

｢

玉
台
新
詠
選
録
標
準
所
体
現
的
女
性
特
色｣
＊

(『
中
国
中
世
文
学
論
集』

二
〇
〇
五)

。

章
培
恒

｢

再
談
玉
台
新
詠
的
撰
録
者
問
題｣

＊

(｢

上
海
師
範
大
学
学
報｣

二
〇
〇
六
―
一)

談
�
芳

｢

玉
台
新
詠
版
本
補
考｣

＊

(｢

上
海
師
範
大
学
学
報｣

二
〇
〇
六
―
一)

。

牛
継
清
・
紀
健
生

｢

玉
台
新
詠
是
張
麗
華
所
撰
録
�

従
文
献
学
角
度
看
玉
台
新
詠
為
麗
華
所
撰
録
考｣

(｢

淮
北
煤
炭
師
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範
学
院
学
報｣

二
〇
〇
六
―
四)

李
建
棟

｢

論
玉
台
新
詠
之
撰
録
者｣

(｢

江
淮
論
壇｣

二
〇
〇
六
―
五)

呉
冠
文

｢

三
談
今
本
大
唐
新
語
的
真
偽
問
題｣

＊

(｢

復
旦
学
報｣

二
〇
〇
七
―
一)

章
培
恒

｢

玉
台
新
詠
的
編
者
与
梁
陳
文
学
思
想
的
実
際｣

＊

(｢

復
旦
学
報｣

二
〇
〇
七
―
二)

朱
暁
海

｢
論
徐
陵
玉
台
新
詠
序｣

(｢

中
国
詩
歌
研
究｣

第
四
輯

二
〇
〇
七)

。

＊
を
つ
け
た
論
文
は
、『

玉
台
新
詠
新
論』

(

上
海
古
籍
出
版
社

二
〇
一
二
。
以
下
、『

新
論』)

に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

と
い
う
こ
と
に
な
る

(

４)
。
こ
れ
ら
は
、
麗
人
編
纂
説
に
賛
成
す
る
も
の

(

＊
を
附
し
た
論
文)

、
反
対
す
る
も
の

(

樊
論
文
、
�
論
文
、

牛
・
紀
論
文
、
李
論
文
、
朱
論
文)

、
基
本
は
賛
成
だ
が
一
部
修
正
す
る
も
の

(

胡
論
文

(

５))

等
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
短
期
間
に
こ
れ
だ

け
お
お
く
の
関
係
論
文
が
あ
い
つ
い
だ
こ
と
は
、
六
朝
の
文
学
研
究
で
は
め
ず
ら
し
い
こ
と
と
い
っ
て
よ
い
。
な
か
で
も
注
目
し
た

い
の
は
、
反
対
意
見
を
表
明
し
た
樊
栄
氏
と
�
国
平
氏
の
論
文
が
、｢

撰
録
考｣

と
お
な
じ
二
〇
〇
四
年
中
に
発
表
さ
れ
て
い
る
こ

と
だ
。
お
そ
ら
く

｢

撰
録
考｣

を
よ
む
や
い
な
や
、
す
ぐ
反
論
の
筆
を
と
っ
た
の
だ
ろ
う
。
章
論
の
衝
撃
の
お
お
き
さ
が
う
か
が
え

る
と
と
も
に
、
樊
・
�
両
氏
の
す
ば
や
い
対
応
能
力
に
も
お
ど
ろ
か
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
賛
否
の
論
文
を
よ
ん
で
み
る
と
、
①
や
②
の
み
を
論
じ
た
も
の
で
な
く
、
多
方
面
の
話
題
に
拡
散
し
て
い
る
の
に
気
づ

く
。
と
い
う
の
は
、
議
論
を
提
起
し
た
章
論
が
自
説
を
補
強
す
る
た
め
、
周
辺
の
方
面
に
も
こ
ま
か
い
議
論
を
展
開
し
て
い
っ
た
か

ら
だ
。
た
と
え
ば
、
梁
陳
の
こ
ろ
の
艶
詩
を
め
ぐ
る
文
学
状
況
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
史
書
に
お
け
る

『

玉
台』

の
著
録
の
し
か
た

や
そ
の
字
句
の
考
証

(｢

徐
陵｣

を

｢

徐
�｣

と
す
る
こ
と
の
是
非
な
ど)

、
ま
た

『

大
唐
新
語』

の
話
柄
の
真
偽
や
、
後
代
文
献
に

お
け
る

『

玉
台』

編
纂
へ
の
言
及
の
是
非

な
ど
で
あ
る
。
そ
の
た
め
後
出
の
論
文
も
、
麗
人
編
纂
説
に
賛
成
す
る
に
せ
よ
し

な
い
に
せ
よ
、
①
や
②
だ
け
で
な
く
周
辺
の
方
面
に
も
言
及
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
か
く
し
て
論
点
が
拡
散
し
、
論
争
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は
多
様
な
方
面
に
ひ
ろ
が
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
と
り
わ
け
、
章
論
が
力
を
い
れ
て
い
る

『

隋
書』

・
新
旧

『

唐
書』

の
経
籍

志
や
芸
文
志
、
さ
ら
に

『

日
本
国
見
在
書
目
録』

の
著
録
の
し
か
た

(

６)

と
も
な
る
と
、
版
本
に
よ
る
字
句
の
相
違
や
後
人
に
よ
る
臆
改

の
可
能
性
ま
で
俎
上
に
あ
が
っ
て
く
る
の
で
、
い
っ
そ
う
議
論
は
複
雑
な
も
の
と
な
っ
て
こ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
六
章

仮
構
の
玉
台

以
上
、
章
論
の
要
約
と
そ
れ
へ
の
学
界
の
反
応
を
紹
介
し
て
き
た
。
ざ
ん
ね
ん
な
が
ら
私
は
、
か
く
複
雑
に
い
り
く
ん
だ
論
争
に

参
入
で
き
る
ほ
ど
、
こ
の
方
面
に
関
す
る
識
見
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
。
こ
の
論
争
は
、
と
き
に
文
献
学
的
考
証
に
ま
で
お
よ
ん

だ
り
す
る
の
で
、
そ
う
し
た
方
面
に
素
養
の
な
い
私
は
、
と
て
も
口
出
し
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
私
に
は
麗
人
編
纂

説
の
当
否
に
容
喙
す
る
資
格
は
な
い
の
だ
が
、
た
だ
右
の
談
氏
の
要
約
で
も
推
察
で
き
る
よ
う
に
、
章
論
を
さ
さ
え
る
根
幹
の
部
分

は
、｢

玉
台
新
詠
序｣

の
理
解
の
し
か
た
に
存
し
て
い
る
よ
う
だ
。
つ
ま
り
章
論
の
当
否
は
、｢

玉
台
新
詠
序｣

の
記
述
、
具
体
的
に

は｢

麗
人
が『

玉
台』

を
編
纂
し
た｣

と
い
う
発
言
を
ど
う
理
解
す
る
か(

事
実
と
す
る
か
、
虚
構
と
す
る
か)

に
か
か
っ
て
お
り
、

こ
れ
以
外
の
議
論
は
、
副
次
的
な
も
の
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

か
く

｢

玉
台
新
詠
序｣

の
理
解
の
し
か
た
に
論
点
を
限
定
し
た
な
ら
、
私
も
す
こ
し
は
も
の
が
い
え
そ
う
だ
。
こ
の
論
点
か
ら
み

た
と
き
、
私
は
章
論
に
賛
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
私
は
、
序
文
中
の

｢

麗
人
が

『

玉
台』

を
編
纂
し
た｣

と
い
う
記
述

は
虚
構
に
す
ぎ
ず
、『

玉
台』

の
編
者
は
や
は
り
徐
陵
で
よ
か
ろ
う
、
と
か
ん
が
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
こ
の

｢

玉

台
新
詠
序｣

の
理
解
の
し
か
た
に
焦
点
を
し
ぼ
り
つ
つ
、
章
論
へ
の
疑
問
を
の
べ
て
ゆ
こ
う
。

第
一
に
、
麗
人
編
纂
説
を
主
張
す
る
た
め
に
、
章
論
は
序
文
の
解
釈
で
そ
う
と
う
無
理
を
し
て
い
る
。
そ
の
最
大
の
無
理
が
、
序
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文
中
の
麗
人
を
ひ
と
り(

張
麗
華
ひ
と
り)

だ
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
だ
。
そ
の
た
め
序
文
の
解
釈
が
、
妙
な
ふ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
た
と
え
ば
序
文
第
二
段
の
麗
人
を
紹
介
し
た
部
分
で
、
章
培
恒
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
解
し
て
い
る

(『

新
論』

四
・
一
五
・
四

四
頁)
。
な
お
参
考
の
た
め
に
、
＊
を
附
し
て
拙
訳
も
提
示
し
て
お
く
。
解
釈
の
ち
が
い
が
よ
く
わ
か
ろ
う
。

其�

人�

也

五
陵
豪
族
、
充
選
掖
庭
、
亦
有

潁
川
新
市
、

本
号
嬌
娥
、

楚
王
宮
裏
、
無
不
推
其
細
腰
、

四
姓
良
家
、
馳
名
永
巷
。

河
間
観
津
、

曾
名
巧
笑
。

衛
国
佳
人
、
倶
言
訝
其
繊
手
。

こ
の
麗
人

(
張
麗
華)

は
、
五
陵
の
豪
族
の
出
身
で
、
え
ら
ば
れ
て
掖
庭
宮
に
は
い
り
、
し
か
も

[

漢
文
帝
の
竇
后
、
景
帝

の
王
后
、
武
帝
の
衛
后
、
宣
帝
の
許
后
の
ご
と
く]

四
姓
の
平
民
家
庭
の
出
身
で
、
美
貌
ぶ
り
を
永
巷
宮
に
と
ど
ろ
か
せ
て

い
る
。
宮
廷
に
は
さ
ら
に
、[

美
人
の
お
お
い]

頴
川
や
新
市
、
河
間
、
観
津
な
ど
か
ら
き
た
、
嬌
蛾
と
よ
ば
れ
、
笑
顔
の

き
れ
い
な
美
女
た
ち
も
い
る
が
、
彼
女
ら
は
み
な

｢

麗
人

(

張
麗
華)

た
る
や
、
あ
た
か
も
楚
王
の
宮
廷

[

中
の
美
女]

の

よ
う
な
細
腰
だ｣

と
称
賛
し
、｢
麗
人

(

張
麗
華)

た
る
や
、
あ
た
か
も
衛
国
の
佳
人
の
よ
う
な
繊
手
だ｣

と
声
を
そ
ろ
え

て
嘆
じ
て
い
る
。

＊
彼
女
ら

(

麗
人
た
ち

福
井
注)
は
、
あ
る
者
は
五
陵
の
豪
族
の
生
ま
れ
で
、
え
ら
ば
れ
て
掖
庭
宮
に
は
い
り
、

あ
る
者
は
四
姓
の
良
家
の
出
で
、
美
貌
ぶ
り
を
永
巷
宮
に
と
ど
ろ
か
せ
て
い
る
。
ま
た[

美
人
の
お
お
い]

頴
川
や
新
市
、

さ
ら
に
河
間
や
観
津
な
ど
の
故
郷
で
、
か
つ
て
嬌
蛾
と
名
の
っ
た
り
、
巧
笑
と
よ
ば
れ
て
い
た
ひ
と
も
い
る
。
そ
う
し
た

麗
人
た
る
や
、[

細
腰
を
こ
の
ん
だ]

楚
王
の
宮
中
の
人
び
と
で
も
、
そ
の
細
腰
ぶ
り
を
推
賞
せ
ぬ
者
は
い
な
い
だ
ろ
う

し
、
衛
国
の

[

繊
手
で
有
名
な]

佳
人
た
ち
で
も
、
そ
の
繊
手
の
美
し
さ
に
み
な
賛
嘆
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。

最
初
の
聯
は
、
通
常
な
ら
拙
訳
の
よ
う
に
、｢

其
人｣

(

＝
複
数
の
麗
人)
た
る
や
、
あ
る
者
は

｢

五
陵
豪
族｣

の
出
で
あ
り
、
べ

つ
の
者
は

｢

四
姓
良
家｣

の
出
身
だ
、
と
訳
す
べ
き
だ
ろ
う
と
お
も
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
章
論
で
は
、｢

其
人｣

は
張
麗
華
ひ
と
り
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を
さ
し
、
彼
女
が

｢

五
陵
豪
族｣

の
出
で
あ
り
、
ま
た

｢

四
姓
良
家｣

の
出
身
で
も
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
つ
ぎ
の

｢

潁

川
新
市｣

以
下
の
二
聯
は
、
通
常
な
ら
宮
廷
に
は
い
る
ま
え
の
、
故
郷
で
の
麗
人
た
ち

(

複
数)

の
よ
う
す
を
叙
し
た
も
の
と
解
す

る
べ
き
だ
ろ
う
。
だ
が
章
論
に
よ
る
と
、
こ
こ
は
故
郷
で
の
麗
人
た
ち
の
こ
と
で
な
く
、
宮
中
に
は
張
麗
華
以
外
に
、
嬌
娥
と
よ
ば

れ
る
女
性
た
ち

(

複
数)

も
い
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
女
性
た
ち
が
、
つ
ぎ
の

｢

楚
王｣

四
句
の
主
語
と
な
っ
て

い
る
と
い
う
。

そ
し
て
章
論
は
こ
の
四
句

｢

楚
王
宮
裏
、
無
不
推
其
細
腰
、
衛
国
佳
人
、
倶
言
訝
其
繊
手｣

に
も
、
大
胆
な
解
釈
を
提
起
す
る
。

す
な
わ
ち
、｢

楚
王
宮
裏｣

｢

衛
国
佳
人｣

は
倒
置
的
に
前
方
に
で
て
き
た
だ
け
で
、
ほ
ん
ら
い
は

｢

無
不
推
其
楚
王
宮
裏
細
腰
、
倶

言
訝
其
衛
国
佳
人
繊
手｣
の
語
順
だ
っ
た
、
と
主
張
す
る
の
だ

(｢

其｣

は
張
麗
華
を
さ
す)

。
つ
ま
り
こ
の
四
句
は
、｢

[

嬌
娥
ら

は]

其
れ

(

＝
麗
人
＝
張
麗
華)
は
楚
王
宮
裏
の
細
腰
な
り
と
推お

さ
ざ
る
無
く
、
其
れ

(

＝
麗
人
＝
張
麗
華)

は
衛
国
佳
人
の
繊
手

な
り
と
倶と

も

に
言
い
訝い
ぶ

か
れ
り｣

と
解
す
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
章
論
の
文
脈
把
握
を
そ
の
ま
ま
日
本
語
に
う
つ
し
た

の
が
、
右
の
訳
文
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
の
章
論
の
解
釈
、
ど
う
お
も
わ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
私
は
、
よ
く
い
え
ば
大
胆
な
解
釈
だ
が
、

わ
る
く
い
え
ば
恣
意
的
だ
と
い
え
な
く
も
な
い
よ
う
に
お
も
う
。

お
な
じ
く
、
奇
妙
な
解
釈
を
し
て
い
る
の
が
、
第
六
段
末
尾
の
四
句
だ
。
こ
の
部
分
も
、
は
じ
め
に
章
論

(『

新
論』

七
・
八
頁)

に
も
と
づ
く
訳
文
、
あ
と
に
＊
を
附
し
て
拙
訳
を
、
そ
れ
ぞ
れ
提
示
し
て
み
よ
う
。

�
彼
諸�

姫�

、
聊
同
棄
日
。

猗
歟
�
管
、
無
或
譏
焉
。

こ
れ
ら

[

�
后
、
竇
后
、
魯
霊
光
殿
賦
を
誦
読
し
た
侍
女
、
洞
篇
賦
を
誦
し
た
宮
女]

の
女
性
た
ち
は
、
た
だ
時
間
を
浪
費

し
た
だ
け
だ
っ
た
。
あ
ぁ
、
あ
の
赤
筆
を
も
っ
た
女
史
た
ち
は
、[
麗
人
は
彼
女
ら
と
ち
が
っ
て

『

玉
台』

を
編
纂
し
、
そ
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れ
を
愛
読
し
て
い
る
の
だ
か
ら]

麗
人
を
そ
し
る
こ
と
は
な
さ
る
ま
い
。

＊
う
つ
く
し
い
麗
人
た
ち
が
、
こ
れ
で
ち
ょ
っ
と
ひ
ま
つ
ぶ
し
を
し
よ
う
と
す
る
の
だ
。
あ
ぁ
、
あ
の
赤
筆
を
も
っ
た
女

史
も
、
こ
れ
を
そ
し
る
こ
と
は
な
さ
る
ま
い
。

問
題
に
な
る
の
は
、
一
句
目
の

｢

�
彼
諸
姫｣

の
訳
で
あ
る
。
こ
の
句
は
ふ
つ
う
な
ら

｢

う
つ
く
し
い
麗
人
た
ち｣

と
解
す
べ
き

だ
ろ
う
。
だ
が
そ
う
訳
す
と
、
麗
人
が
複
数
に
な
っ
て
し
ま
う
。｢

諸
姫｣

と
あ
る
以
上
、
ど
う
し
て
も
複
数
に
な
ら
ざ
る
を
え
な

い
か
ら
だ
。
そ
こ
で
章
論
は
、｢

諸
姫｣

を
麗
人
と
は
み
な
さ
ず
、
す
ぐ
ま
え
の
字
句
の
四
人
の
女
性

(

後
漢
和
帝
の
�
后
、
前
漢

景
帝
の
母
の
竇
后
、
蜀
の
劉
�
の
侍
女
、
前
漢
元
帝
の
宮
女)

を
さ
す
と
し
た
の
だ
っ
た
。

章
論
は
、
こ
の
よ
う
な
無
理
な
解
釈

(

だ
と
お
も
う)

を
し
て
、
あ
く
ま
で
序
文
中
の
麗
人
を
単
数

(

張
麗
華
ひ
と
り)

だ
と
し

て
い
る
。
い
っ
た
い
章
培
恒
氏
は
い
か
な
る
論
拠
に
依
拠
し
て
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
麗
人
を
単
数
だ
と
み
な
す
の
だ
ろ
う
か
。
私
見
に

よ
れ
ば
、
章
氏
が
よ
っ
て
た
つ
論
拠
は
、
序
文
第
二
段
の

真
可
謂

傾
国
傾
城
、

無
対
無
双
者
也
。

ま
こ
と
に
傾
国
傾
城
に
し
て
、
天
下
無
双
の
美
女
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

の
二
句
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
お
も
う
。
こ
の
部
分
は
、『
漢
書』

外
戚
伝
の
李
夫
人
に
関
す
る
話
柄
を
典
拠
に
も
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

孝
武
李
夫
人
、
本
以
倡
進
。
初
夫
人
兄
延
年
性
知
音
、
善
歌
舞
。
武
帝
愛
之
。
…
…
侍
上
起
舞
、
歌
曰
、｢

北
方
有
佳
人
、
絶�

世�

而
独�

立�

、
一
顧
傾�

人
城�

、
再
顧
傾�

人
国�

。
寧
不
知
傾�

城�

与
傾�

国�

、
佳
人
難�

再�

得�｣

。
上
嘆
息
曰
、｢

善
、
世
豈
有
此
人
乎｣

。

武
帝
の
李
夫
人
は
も
と
倡
妓
と
し
て
宮
中
に
は
い
っ
た
。
当
初
そ
の
兄
の
李
延
年
が
音
楽
に
ひ
い
で
、
歌
舞
を
得
意
と
し
て

222



い
た
の
で
、
武
帝
に
気
に
い
ら
れ
た
。
…
…
延
年
が
帝
の
そ
ば
に
侍
し
て
い
た
と
き
、
た
ち
あ
が
っ
て
舞
を
ま
い
、
歌
を
う

た
っ
た
。｢

北
方
に
美
人
が
お
り
ま
す
。
世
と
ま
じ
わ
る
こ
と
な
く
、
ひ
と
り
で
す
ん
で
い
ま
す
。
彼
女
が
一
顧
す
る
や
城

を
か
た
む
け
、
再
顧
す
る
や
国
を
か
た
む
け
る
ほ
ど
で
す
。
ど
う
し
て
こ
ん
な
城
や
国
を
か
た
む
け
る
ほ
ど
の
美
人
を
し
ら

な
く
て
よ
ろ
し
い
の
で
す
か
。
こ
ん
な
美
人
は
ふ
た
り
と
は
い
な
い
の
で
す｣

と
。
武
帝
は
嘆
息
し
て
い
っ
た
。｢

い
い
な

あ
。
こ
の
世
に
そ
ん
な
美
人
が
い
る
の
か｣

。

と
い
う
有
名
な
話
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
こ
の

『

漢
書』

外
戚
伝
の
記
述
を
み
れ
ば
、｢

絶
世｣

｢

独
立｣

や

｢

再
難
得｣

の
字
句
に

よ
っ
て
、
李
夫
人
が
唯
一
無
二
の
美
女
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
章
氏
か
ら
み
れ
ば
、
典
拠
が
こ
う
で
あ
る
以
上
、
こ
の
典

拠
を
つ
か
っ
た

｢

傾
国
傾
城
、
無
対
無
双
者
也｣

も
、
か
な
ら
ず
ひ
と
り
の
女
性
を
さ
し
、
麗
人
が
複
数
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と

は
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う

(『

新
論』

四
〇
・
四
一
頁)

。
私
が
お
も
う
に
、
右
の

｢

其
人
也
五
陵
豪
族
、
充
選
掖

庭｣

云
々
で
麗
人
を
ひ
と
り
だ
と
主
張
し
て
い
た
の
も
、
け
っ
き
ょ
く
こ
の
典
拠
が
そ
の
支
え
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ

の
意
味
で
、
章
培
恒
氏
に
と
っ
て
、
こ
の
二
句
と
そ
の
典
拠
は
と
て
も
重
大
な
意
義
を
も
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

だ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
す
で
に
反
論
が
で
て
き
て
い
る
。
章
培
恒
氏
が

｢

撰
録
考｣

を
発
表
す
る
や
、
同
年
の
う
ち
に
反
論

を
か
い
た
�
国
平
氏
は
、｢

無
対
無
双｣

の
語
は
べ
つ
に
複
数
の
場
合
で
も
使
用
し
て
よ
い
と
主
張
し
た

(『

新
論』

四
〇
頁)

。
さ

ら
に
三
年
お
く
れ
て
、
朱
暁
海
氏
は
よ
り
実
証
的
に
、

○

[

魏
志
巻
十
注
引
荀
氏
家
伝]

陳
羣
与
孔
融
論
汝
潁
人
物
。
羣
曰
、｢

荀
文
若
、
公
達
、
休
若
、
友
若
、
仲
豫
、
当
今
並
無�

対�｣

。陳
羣
は
孔
融
と
と
も
に
、
汝
・
潁
の
地
の
人
物
評
論
を
し
た
。
陳
羣
は
い
っ
た
。｢

荀
�
、
荀
攸
、
荀
衍
、
荀
�
、
荀
悦
ら

は
当
今
に
お
い
て
、
ま
っ
た
く
な
ら
ぶ
者
が
い
な
い｣

。
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○

[

世
説
新
語
言
語
注
引
伏
滔
集]

何
鄭
二
尚
書
独�

歩�

于
魏
朝
、
楽
令
無�

対�

于
晋
世
。

何
晏
と
�
�
の
二
尚
書
は
魏
朝
で
突
出
し
て
お
り
、
楽
広
は
晋
の
世
で
な
ら
ぶ
者
が
い
な
か
っ
た
。

と
い
う
用
例
を
し
め
し
て
、
章
論
に
反
論
を
展
開
し
た
の
だ
っ
た
。
こ
れ
か
ら
み
る
と
、｢

無
対｣

や

｢

独
歩｣

の
語
を
使
用
し
て

い
た
と
し
て
も
、
唯
一
で
な
く
複
数
の
ケ
ー
ス
も
あ
り
え
る
よ
う
だ
。
す
る
と
、
右
の

｢

ま
こ
と
に
傾
国
傾
城
に
し
て
、
天
下
無
双

の
美
女
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う｣

の
主
語
も

｢

こ
の
麗
人｣

で
な
く
、｢

こ
の
麗
人
た�

ち�｣

で
あ
っ
て
も
よ
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
か
く

み
て
く
れ
ば
、
こ
の
序
文
中
の

｢

麗
人｣

も
複
数
い
る
こ
と
に
な
り
、
章
論
の
根
幹
が
く
ず
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

章
論
へ
の
疑
問
の
第
二
は
、
内
容
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
序
文
で
は
、
豪
奢
な
建
物
や
調
度
、
そ
し
て
才
色
兼
備
の
麗
人

な
ど
が
叙
さ
れ
て
い
る
が
、
全
体
的
に
非
現
実
的
な
ほ
ど
豪
壮
か
つ
華
麗
な
描
写
に
な
っ
て
お
り
、
虚
構
の
描
写
で
あ
る
可
能
性
を

つ
よ
く
う
か
が
わ
せ
る
。
そ
れ
な
の
に
章
論
は
こ
れ
を
虚
構
の
描
写
と
は
か
ん
が
え
ず
、
じ
っ
さ
い
に
存
在
し
た
も
の
と
す
る
の
で

あ
る
。

ま
ず
、
豪
奢
な
建
物
や
調
度
の
描
写
を
あ
げ
れ
ば
、
た
と
え
ば
麗
人
が
す
ま
う
玉
台
は
、

(

原
文
は
第
四
章
を
参
照)

玉
台

(

麗
人
た
ち
が
す
ま
う
り
っ
ぱ
な
宮
殿)
の
大
廈
た
る
や
、
雲
を
し
の
ぎ
太
陽
も
か
く
す
ほ
ど
で
、
由
余
も
み
た
こ
と
が

な
か
っ
た
ほ
ど
だ
し
、
そ
の
門
戸
が
千
万
と
つ
ら
な
る
さ
ま
は
、
張
衡
が｢

西
京
賦｣

で
詠
じ
た
の
と
お
な
じ
ぐ
ら
い
豪
勢
だ
。

あ
た
か
も
周
の
穆
王
が
盛
姫
に
あ
た
え
た
華
美
な
台
上
を
お
も
わ
せ
、
漢
の
武
帝
が
阿
嬌
を
す
ま
わ
せ
よ
う
と
し
た
金
屋
を
連

想
さ
せ
る
。
そ
こ
の
庭
の
玉
樹
は
珊
瑚
の
枝
を
の
ば
し
、
白
珠
の
簾
は
玳
瑁
を
軸
に
し
て
い
る
。

と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
第
四
章
で
も
説
明
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
の
玉
台
の
建
物
は
、
お
お
く
の
典
拠
を
背
後
に
も
ち
つ
つ
、
巨
大
か

つ
豪
華
な
建
物
と
し
て
え
が
か
れ
て
い
る
。
こ
ん
な
建
築
物
が
ほ
ん
と
う
に
存
在
し
、
そ
こ
に
麗
人
た
ち
が
す
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
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か
。ど

う
よ
う
に
、
こ
の
序
文
に
は
才
色
兼
備
の
麗
人
が
登
場
し
て
い
た
。
そ
の
麗
人
は
、

(
原
文
は
第
二
章
を
参
照)

こ
う
し
た
麗
人
た
ち
、[

漢
武
帝
に
寵
愛
さ
れ
た
李
夫
人
の
よ
う
に]

肖
像
画
は
か
か
れ
て
な
い
が
、
甘
泉
宮
に
は
い
れ
ば
そ

の
画
と
み
ま
が
う
ほ
ど
美
麗
だ
し
、[

楚
の
王
と
ち
ぎ
っ
た]

仙
女
と
は
別
人
な
の
だ
が
、
陽
台
で
た
わ
む
れ
れ
ば
区
別
で
き

な
い
ほ
ど
う
つ
く
し
い
。

と
い
う
女
性
で
あ
る
。
李
夫
人
や
仙
女
と
区
別
で
き
な
い
ほ
ど
の
美
女
が
、
こ
の
玉
台
に
す
ん
で
い
る
と
い
う
。
し
か
も
そ
の
麗
人

た
る
や
、
も
う
引
用
は
略
す
る
が
、
文
才
に
め
ぐ
ま
れ
て
お
り
、
た
い
く
つ
な
宮
廷
の
日
々
を
ま
ぎ
ら
わ
せ
よ
う
と
し
て
、『

玉
台

新
詠』

を
編
纂
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
六
朝
期
の
後
宮
に
は
、
西
晋
の
左
芬
の
ご
と
き
才
媛
が
い
た
の
は
ま
ち
が
い

な
い
。
ま
た

『

玉
台』

の
な
か
に
も
、
女
性

(

范
靖
婦
や
劉
令
嫺
、
王
叔
英
妻
劉
氏
な
ど)

の
詩
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ

こ
で
徐
陵
が
い
う
ほ
ど
才
色
を
兼
備
し
た
麗
人
が
、
ほ
ん
と
う
に
存
在
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
う
み
て
く
る
と
、
序
文
中
の
豪
奢
な
建
物
や
才
色
兼
備
の
麗
人
は
、
か
な
り
美
化
し
、
誇
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
い

え
ば
虚
構
の
存
在
で
は
な
い
か
と
う
た
が
わ
れ
て
こ
よ
う
。
じ
っ
さ
い
、『

玉
台』

研
究
者
の
お
お
く
は
、
そ
う
い
う
疑
い
を
も
っ

て
き
た
。
そ
し
て

[

李
康
成
や
劉
肅
の
資
料
が
存
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て]

、
序
文
に

｢

麗
人
が
編
纂
し
た｣

と
あ
っ
て
も
、
真

の

『

玉
台』

編
者
は
麗
人
で
な
く
、
徐
陵
そ
の
ひ
と
だ
っ
た
ろ
う
と
理
解
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
な
ぜ
か
章
培
恒
氏
は
そ
う
い
う
疑
念
は
も
た
れ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、『

陳
書』

巻
七
の
張
麗
華
伝
の
文
章
を
と

り
あ
げ
て
、
あ
ち
ら
や
こ
ち
ら
が
序
文
の
記
述
と
一
致
す
る
と
主
張
し
、｢
序
文
中
の
麗
人
＝
張
麗
華｣

を
強
調
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

い
わ
く
、
張
麗
華
も

[

序
文
中
の
麗
人
と
お
な
じ
く]

才
色
兼
備
だ
っ
た
、[
序
文
中
の
麗
人
と
お
な
じ
く]

陳
後
主
か
ら
寵
愛
さ
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れ
て
い
た
、[

序
文
中
の
麗
人
と
お
な
じ
く]

四
姓
の
平
民
家
庭
の
出
身
だ
っ
た
、[

序
文
中
の
麗
人
と
お
な
じ
く]

後
宮
の
女
性
た

ち
か
ら
賛
嘆
さ
れ
て
い
た
等
々

(

一
四
〜
一
六
頁)

。

章
論
へ
の
疑
問
の
第
三
は
、
序
文
中
の
麗
人
に
ち
か
い
女
性
像
は
、
わ
ざ
わ
ざ
時
空
を
へ
だ
て
た
張
麗
華
ま
で
も
と
め
な
く
て
も
、

す
ぐ
そ
ば
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
は
だ
れ
か
と
い
え
ば
、
実
在
の
女
性
で
は
な
く
、『

玉
台』

に
採
録
さ
れ
た
艶

詩
中
の
女
性
で
あ
る
。『

玉
台』

に
あ
つ
め
ら
れ
た
詩
に
は
、
女
性
が
登
場
し
な
い
も
の
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
、
佳
麗
、
娼

妓
、
宮
女
、
怨
女
ら
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。
序
文
中
の
麗
人
描
写
が
、
こ
う
し
た
艶
詩
中
の
女
性
像
に
似
て
い
る
こ
と
は
、『

玉
台』

を
一
読
す
れ
ば
す
ぐ
了
解
で
き
る
こ
と
だ
。
と
く
に

[

ふ
る
い
過
去
の
詩
歌
で
な
く]

梁
代
の
艶
詩
を
あ
つ
め
た
巻
七
、
八
中
の
女

性
像
に
よ
く
似
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
巻
七
の
蕭
綱

｢
和
徐
録
事
見
内
人
作
臥
具｣

は
、
大
要
つ
ぎ
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。｢

冬
の
日
の
宮
中
の
奥
部
屋
、

夕
照
の
な
か
に
う
つ
く
し
い
女
性
の
す
が
た
が
み
え
る
。
そ
の
宮
女
は
な
に
を
し
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
熱
心
に
寝
具
を
つ
く
っ
て

い
る
。
膝
の
う
え
に
は
龍
刀
、
着
物
の
ま
え
に
は
物
差
し
が
お
か
れ
、
そ
れ
ら
を
つ
か
っ
て
寝
具
を
ぬ
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
女
性
、

夫
に
す
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
幸
せ
そ
の
も
の
だ
が
、
夫
が
軍
役
に
と
ら
れ
ぬ
よ
う
案
じ
て
い
る｣

。
こ
の
蕭
綱
の
詩
で
は
、
宮
女
が

寝
具
を
ぬ
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
す
を

[

玉
台
の
序
文
と
お
な
じ
よ
う
に]

対
偶
や
錬
字
を
多
用
し
て
美
的
に
え
が
い
て
い

る
。
そ
の
寝
具
造
り
を
詩
集
編
纂
に
お
き
か
え
れ
ば
、
こ
の
詩
と
序
文
と
は
ほ
ぼ
相
似
し
た
趣
向
と
な
ろ
う

(

末
尾
の

｢

夫
の
軍
役

の
不
安｣

は
す
こ
し
ち
が
う
が)

。
さ
ら
に
こ
の
詩
に
は
、
序
文
と
共
通
す
る｢

繊
手｣

｢

琉
璃｣

な
ど
の
用
語
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
以
外
、
序
文
と
共
通
す
る
要
素
を

『

玉
台』

巻
七
、
八
中
の
艶
詩
か
ら
さ
が
せ
ば
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
ほ
ど
だ
。
た
と

え
ば
用
語
に
注
目
す
れ
ば
、｢

傾
城｣

｢

傾
国｣

｢

西
子｣

｢

燕
脂｣

｢

玳
瑁｣
な
ど
が
す
ぐ
み
つ
か
る
。
ま
た
、
宋
玉

｢

登
徒
子
好
色

賦｣

中
の
東
隣
の
美
女
や

｢

平
城
の
恥｣

の
典
拠
、
さ
ら
に
は
美
女
の
化
粧
道
具
や
歌
舞
を
な
す
場
面
の
描
写
な
ど
も
、
巻
七
、
八
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中
の
艶
詩
に
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
序
文
中
の
用
語
や
故
事
、
描
写
、
そ
し
て
題
材
な
ど
は
、
お
お
く

『

玉
台』

巻
七
、

八
中
の
艶
詩
の
そ
れ
と
よ
く
共
通
し
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
は
、
べ
つ
に
意
外
な
こ
と
で
は
な
い
。
徐
陵
自
身
が
艶
詩
の
名
手
だ
っ
た

の
だ
か
ら
、
序
文
中
の
題
材
や
語
彙
が
当
代
の
艶
詩
と
似
て
く
る
の
は
、
む
し
ろ
と
う
ぜ
ん
の
こ
と
だ
ろ
う
。

以
上
、
章
論
へ
の
疑
問
を
三
点
ほ
ど
あ
げ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
れ
ば
、『

玉
台』

編
者
を
現
実
の
女
性
、
と
く
に
張
麗

華
ひ
と
り
に
擬
そ
う
と
す
る
の
は
、
や
は
り
強
引
す
ぎ
る
と
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
序
文
中
の
麗
人
は
複
数
だ
ろ
う
し
、
虚
構
の
女
性

像
に
す
ぎ
ぬ
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
実
在
の
張
麗
華
よ
り
も
艶
詩
中
の
美
女
の
ほ
う
に
、
共
通
点
が
お
お
い
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
序
文
中
に
そ
う
か
い
て
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、｢

麗
人

(

張
麗
華)

が
玉
台
を
編
纂
し
た｣

と
主
張
す
る
の
は
、
鮑

照

｢

河
清
頌｣

中
に
そ
う
か
い
て
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、｢

宋
文
帝
の
御み

稜い

威つ

が
黄
河
の
水
を
き
よ
ら
に
し
た｣

と
い
い
は
る
に
ち

か
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
私
は
じ
ゅ
う
ら
い
ど
お
り

『

玉
台
新
詠』

は
、
蕭
綱
に
命
じ
ら
れ
た
徐
陵
が
編
纂
し
た
も
の
と
解
し
て
よ
い

と
お
も
う
。
お
そ
ら
く
徐
陵
は

『

玉
台
新
詠』
所
収
の
艶
詩

(

と
く
に
巻
七
、
八)

を
よ
ん
で
、
そ
れ
ら
に
共
通
す
る
美
女
イ
メ
ー

ジ
を
つ
く
り
だ
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
艶
詩
ふ
う
美
女
を
お
の
が
序
文
の
な
か
に
登
場
さ
せ
て
、
そ
の
美
女
、
つ
ま
り
麗

人
が

『

玉
台』

を
つ
く
っ
た
と
仮
構
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
な
ぜ
、
自
身
の
編
と
せ
ず
麗
人
の
編
と
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
も
文
学
的
、
あ
る
い
は
政
治
的
立
場
か
ら
説
明
し
た
説
が
お
お
く
提
起
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
だ
確
定
的
な
こ
と
は
わ
か
っ

て
い
な
い
よ
う
だ
。
序
文
の
創
作
時
期
を
い
つ
と
す
る
か
の
問
題
も
か
ら
む
の
で
、
軽
々
に
は
こ
う
と
断
言
し
に
く
い
の
だ
ろ
う
。

か
く
い
う
私
も
断
言
は
で
き
な
い
の
だ
が
、
徐
陵
に
編
集
を
命
じ
た
皇
太
子

(

蕭
綱)

が
、
艶
詩
ぎ
ら
い
の
父
武
帝
に
遠
慮
し
て
い

た
の
で
、
徐
陵
が
そ
の
意
を
く
ん
で
、[

皇
太
子
の
側
近
で
あ
る
自
分
で
な
く]

麗
人
が
つ
く
っ
た
こ
と
に
し
た
の
で
は
な
い
か
、

と
想
像
し
て
い
る
。
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さ
い
き
ん
刊
行
さ
れ
た
劉
躍
進

『

玉
台
新
詠
史
話』

(

国
家
図
書
館
出
版
社

二
〇
一
五)

は
、
そ
の
標
題
ど
お
り

『

玉
台』

の

成
立
や
流
伝
状
況
を
概
論
し
た
書
で
あ
る
。
こ
こ
で
同
氏
は
、『

玉
台』

は
徐
陵
が
陳
代
に
編
し
た
も
の
だ
ろ
う
と
推
測
す
る
が
、

編
者
を
張
麗
華
や
徐
妃

(

梁
元
帝
の
妃)

に
比
定
す
る
見
か
た
に
は
、
懐
疑
的
な
立
場
に
た
た
れ
て
い
る
。
そ
し
て

｢

多
少
の
可
能

性
が
あ
る
人
物
を
、
な
ん
で
も
か
ん
で
も
編
者
で
は
な
い
か
と
提
起
し
て
く
る
の
は
、
ひ
と
の
注
目
を
あ
び
る
け
れ
ど
も
、
け
っ
き
ょ

く
は
推
測
に
し
か
す
ぎ
な
い｣

と
の
べ
ら
れ
て
い
る

(

11
頁)

。『

玉
台
新
詠』

の
成
立
を
陳
代
ま
で
お
く
ら
せ
る
判
断
に
は
疑
問
を

感
じ
る
が
、
こ
の

｢
多
少
の
可
能
性｣

云
々
の
ご
発
言
に
は
、
私
も
賛
同
す
る
も
の
で
あ
る
。

注(

１)

鮑
照

｢

河
清
頌｣

に
つ
い
て
は
、
井
口
博
文

｢

鮑
照
の
河
清
頌
に
つ
い
て｣

(｢

中
国
詩
文
論
叢｣

第
二
一
号

二
〇
〇
二)

、
同

｢

鮑
照
河

清
頌
序
訳
注
稿｣

(｢

中
国
詩
文
論
叢｣
二
〇
号

二
〇
〇
一)

を
参
照
し
た
。

(

２)

じ
つ
は
こ
の
鮑
照

｢

河
清
頌｣

に
関
し
て
は
、
倫
理
的
立
場
か
ら
の
批
判
も
し
に
く
い
。
と
い
う
の
は
、
政
治
と
文
学
と
の
相
関
を
重
視
す

る
中
国
で
は
、
名
君
の
治
世
を
た
た
え
る
の
は
不
道
徳
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
文
人
が
名
君
の
治
世
を
た
た
え
た
詩
文
を
つ
づ

る
の
は
、
伝
統
的
な
文
学
観
か
ら
み
る
と
、
批
判
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
文
人
の
義
務
で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
宋
文
帝
の
治
世
が
否
定
さ

れ
ぬ
か
ぎ
り
、
こ
の

｢

河
清
頌｣

の
創
作
は

[

か
り
に
諂
諛
の
た
め
だ
っ
た
と
し
て
も]

、
倫
理
的
に
も
批
判
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
。

そ
れ
ゆ
え
、『

宋
書』

[

の
編
者
た
る
沈
約]

が

｢

河
清
頌｣
を

｢
其
の
序
甚
だ
工た

く

み
な
り｣

と
た
た
え
た
の
は
、
文
学
的
に
す
ぐ
れ
る
と
い
う

だ
け
で
な
く
、
倫
理
的
に
も
是
認
し
て
い
た
と
か
ん
が
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
鮑
照

｢

河
清
頌｣

は
、
文
学
的
に
も
倫
理
的
に
も

[

す
く
な
く
と
も
当
時
に
お
い
て
は]

否
定
さ
れ
る
べ
き
要
素
は
な
か
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(

３)
『

玉
台
新
詠』

の
成
立
に
つ
い
て
は
、
興
膳
宏

｢

玉
台
新
詠
成
立
考｣

(『
中
国
の
文
学
理
論』

所
収

論
文
初
出
は
一
九
八
二
年)

に
よ
っ

て
、
徐
陵
が
中
大
通
六
年

(

五
三
四)

に
編
纂
し
た
と
す
る
説
が
有
力
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
説
は
、『

大
唐
新
語』

公
直
篇
の
記
事
に
依
拠
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し
な
が
ら
、
あ
ら
た
な
資
料

(

蕭
繹

｢

法
宝
聯
璧
序｣

の
末
尾
に
排
列
さ
れ
た
三
十
八
名
の
リ
ス
ト)

も
斟
酌
し
て
成
立
年
代
を
推
定
し
た
も

の
で
あ
る
。
傅
剛

｢

玉
台
新
詠
編
纂
時
間
再
討
論｣

(｢

北
京
大
学
学
報｣

二
〇
〇
二
－
三)

が
、
こ
の
興
膳
論
文
の
論
証
の
し
か
た
を

｢

学
術

研
究
中
的
神
来
之
筆｣

と
た
た
え
る
な
ど
、
中
国
の
お
お
く
の
研
究
者
も
こ
の
説
を
支
持
し
て
い
る
よ
う
だ
。
た
だ

『

玉
台
新
詠』

の
編
者
や

成
立
事
情
に
つ
い
て
は
、
こ
の
興
膳
論
文
が
言
及
し
て
い
な
い
事
が
ら
も
す
く
な
く
な
い
。
編
者
や
成
立
事
情
に
関
す
る
研
究
状
況
を
し
る
に

は
、
以
下
を
参
照
す
る
の
が
便
利
だ
ろ
う
。
徐
玉
如

｢

近
20
年
玉
台
新
詠
研
究｣

(

淮
陰
師
範
学
院
学
報｣

二
〇
〇
一
―
二)

、
熊
紅
菊
・
徐
明

英｢

玉
台
新
詠
研
究
之
一
瞥｣

(｢

衡
水
師
専
学
報｣

二
〇
〇
四
―
一)

、
張
蕾｢

玉
台
新
詠
研
究
述
要｣

(｢

河
北
師
範
大
学
学
報｣

二
〇
〇
四
―

二)

、
帰
青

『
南
朝
宮
体
詩
研
究』

第
九
・
一
〇
章

(

二
〇
〇
六)

な
ど
。

(

４)

本
文
で
は
二
〇
〇
七
年
ま
で
の
反
響
を
あ
げ
た

(

見
落
と
し
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い)

。
こ
れ
以
後
、
章
培
恒
氏
に
よ
る
関
連
論
文
と
し
て

は
、
呉
冠
文
氏
と
連
名
の

｢
玉
台
新
詠
撰
人
討
論
的
幾
个
遺
留
問
題｣

(｢

復
旦
学
報｣

二
〇
一
一
―
三)

が
あ
る
。
こ
れ
ら
章
論
や
そ
の
関
連

諸
論
文
は
、
本
文
に
あ
げ
た

『
玉
台
新
詠
新
論』

(

上
海
古
籍
出
版
社

二
〇
一
二)

の
な
か
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
書
は

基
本
的
に
章
論
を
支
持
し
、
是
認
す
る
立
場
の
論
文
ば
か
り
を
あ
つ
め
た
も
の
で
あ
り
、
樊
栄
氏
や
�
国
平
氏
ら
の
反
論
は
お
さ
め
ら
れ
て
い

な
い
の
で
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(

５)

胡
大
雷
氏
の
論
文

｢

玉
台
新
詠
為
梁
元
帝
徐
妃
所
�
撰
録
�
考｣

(

の
ち
に
些
少
の
修
正
を
し
て
、同
氏

『

玉
台
新
詠
編
纂
研
究』)

〈

人
民
文

学
出
版
社

二
〇
一
三〉

に
所
収)

は
、
�
�
氏
の
論
文

｢

玉
台
新
詠
三
論｣

の
議
論
を
う
け
て
、『

玉
台
新
詠』

は
梁
元
帝
の
徐
妃
が
撰
録

し
た
と
す
る
。『

玉
台』

編
者
を
徐
陵
と
し
な
い
点
で
は
章
論
と
お
な
じ
だ
が
、
編
者
を
べ
つ
の
女
性
に
想
定
し
た
点
で
ち
が
い
が
あ
る
。

(

６)

近
刊
の
孫
猛

『

日
本
国
見
在
書
目
録
詳
考』

(

上
海
古
籍
出
版
社

二
〇
一
五)

は
、
藤
原
佐
世

『

日
本
国
見
在
書
目
録』

の
著
録
さ
れ
た

書
物
を
慎
重
に
検
討
さ
れ
た
、
上
中
下
三
分
冊
に
わ
た
る
労
作
で
あ
る
。
同
書
の｢

玉
台
新
詠｣

の
項(

二
〇
六
九
〜
二
〇
七
四
頁)

に
お
い
て
、

孫
猛
氏
は
藤
原
佐
世
の
著
録
の
し
か
た
は
、『

隋
書』

経
籍
志

(『

玉
台』
の
撰
録
者
を
徐
陵
と
す
る)

の
記
述
に
き
わ
め
て
忠
実
だ
っ
た
と
指

摘
さ
れ
る
。
そ
し
て
章
培
恒
氏
の
主
張

(『

玉
台』

は
徐
陵
の
撰
に
あ
ら
ず)
を
紹
介
さ
れ
た
う
え
で
、『

目
録』

が

『

玉
台』

を

｢

徐
�
撰｣

と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
大
要
、
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『

文
鏡
秘
府
論』

南
巻

｢

集
論｣

所
引
の
元
競

｢

古
今
詩
人
秀
句
序｣

(

六
七
一
年
の
成
書)

に
、｢

徐
陵
の
玉
台
は
僻
に
し
て
雅
な
ら
ず｣

(

徐
陵
玉
台
、
僻
而
不
雅)

と
あ
り
、
あ
き
ら
か
に

『

玉
台』

編
者
を
徐
陵
と
し
て
い
る
。
そ
の
元
競
の
書

『

古
今
詩
人
秀
句』

は
、
空

海
に
よ
っ
て
将
来
さ
れ
て

『

日
本
国
見
在
書
目
録』

総
集
家
に
著
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
藤
原
佐
世
も
こ
の
書
を
み
て
い
た
は
ず
だ
。
す

る
と
、『

日
本
国
見
在
書
目
録』

の
原
本
は

｢

徐
陵｣

の
撰
と
し
て
い
た
は
ず
で
、
伝
写
の
あ
い
だ
に
あ
や
ま
っ
て

｢

徐
�｣

の
撰
と
し

て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。

と
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
孫
猛
氏
は
章
論
の
主
張
を
し
っ
た
う
え
で
、
こ
う
し
た
結
論
を
だ
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
ど
う
や
ら
章
論
に
反
対

す
る
立
場
に
た
た
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
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