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『
文
賦
』
、
李
充
の
『
翰
林
論
』
は
い
ず
れ
も
文
芸
批
評
の
専
著
で
あ
る
。

み
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
現
象
で
あ
っ
た
。

魏
晋
時
代
の
文
学
の
著
し
い
特
徴
に
、
批
評
文
学
の
発
生
が
あ
る
。
曹
杢
の
『
典
論
』
論
文
、
摯
虞
の
『
文
章
流
別
志
論
』
、
陸
機
の

こ
の
よ
う
な
魏
晋
期
に
お
け
る
批
評
文
学
の
出
現
は
か
っ
て

―
つ
の
強
力
な
思
想
の
統
制
支
配
の
も
と
で
は
、
も
と
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
表
現
の
自

由
は
な
い
。
思
想
表
現
の
自
由
の
な
い
と
こ
ろ
に
、
文
芸
批
評
の
発
生
と
成
熟
は
の
ぞ
む
べ
く
も
な
い
。
後
漠
の
末
に
儒
教
万
能
の
時
代

は
す
で
に
終
焉
を
つ
げ
て
い
た
。
儒
教
一
教
支
配
が
な
く
な
る
と
、
人
々
が
老
荘
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
を
享
受
で
き
る
時
代
が
そ
こ
に

き
て
い
た
。
魏
晋
の
時
代
に
批
評
文
学
が
発
生
し
、
あ
る
程
度
の
理
論
的
成
熟
を
可
能
に
し
た
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
の
思
想
の

状
況
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
だ
け
が
批
評
文
学
の
発
生
を
う
な
が
し
た
理
由
で
は
な
か
っ
た
。

出
現
し
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
例
え
ば
『
文
章
流
別
志
論
』
で
あ
る
が
、

の
緬
著
が
あ
っ
て
、
こ
れ
に
く
つ
つ
い
て
い
た
文
体
批
評
の
文
芸
論
で
あ
っ
た
。
詞
華
集
の
編
集
に
は
作
品
の
撰
択
を
と
も
な
い
、
作
品

の
撰
択
に
は
必
ず
編
者
の
好
み
が
と
も
な
う
。
そ
の
好
み
を
理
論
的
に
武
装
し
主
張
す
る
と
き
、
批
評
文
学
が
発
生
す
る
。

東
晋
の
時
代
に
な
っ
て
、
葛
洪
は
『
抱
朴
子
』
を
著
し
、
と
り
わ
け
外
篇
の
随
所
に
、
自
分
の
文
芸
に
関
す
る
意
見
や
好
み
を
書
き
と

蕊
洪
の
文
芸
思
想
（
林
田
）

葛

洪

の

文

芸

思

想

こ
の
時
期
に
詩
文
選
集
の
本
格
的
な
編
著
が

こ
れ
は
も
と
も
と
『
文
章
流
別
集
』
と
称
す
る
詞
華
集

林

田

慎

之

助
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め
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
は
、
此
の
時
代
の
も
の
と
し
て
卓
越
し
た
批
評
的
見
識
を
み
せ
、
魏
晋
期
の
文
芸
思
潮
の
動
向
を
鋭
く
つ
い

た
資
料
が
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
批
評
文
学
の
専
著
で
な
い
が
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
ま
と
も
な
か
た
ち
で
と
り
あ
げ
て
、
縦

横
に
分
析
し
検
討
し
た
論
文
は
殆
ど
な
か
っ
た
。
僅
か
に
、
郭
紹
虞
、
朱
東
潤
、
羅
根
沢
の
中
国
文
学
批
評
史
が
せ
い
ぜ
い
一
章
を
さ
い

て
、
そ
れ
に
論
及
し
て
い
る
程
度
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
拙
論
は
あ
ら
た
め
て
『
抱
朴
子
』
の
な
か
か
ら
、
葛
洪
の
文
芸
思
想
に
関
す
る

資
料
を
洗
い
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
の
資
料
が
、
他
の
個
別
の
資
料
と
の
対
応
の
な
か
で
、
い
か
な
る
有
機
的
な
関
連
構
造
を
も
ち
な

が
ら
、
葛
洪
固
有
の
文
芸
思
想
と
し
て
結
晶
を
み
せ
て
い
る
か
を
、
可
能
な
か
ぎ
り
検
証
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
併
せ
て
抵
洪
の
文
芸

思
想
が
、
魏
晋
の
思
想
史
の
な
か
で
い
か
な
る
同
時
代
性
を
刻
印
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
た
い
。

、
る
。

し
葛
洪
（
二
八
四
ー
三
六
―
-
）
は
字
を
稚
川
と
い
い
、
丹
陽
句
容
県
の
出
身
で
あ
る
。
そ
の
号
を
抱
朴
子
と
称
し
、
そ
の
思
想
の
書
に
抱

朴
子
の
号
を
そ
の
ま
ま
題
名
と
し
て
用
い
た
の
は
、
葛
洪
の
性
格
が
流
俗
に
と
ら
わ
れ
て
世
間
と
共
に
変
る
の
で
な
く
、
自
分
の
常
を
守

る
信
条
を
持
ち
、
そ
の
発
言
も
卒
直
簡
潔
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
人
々
が
彼
を
指
し
て
朴
を
抱
く
も
の
と
し
た
こ
と
に
由
因
す
る
。
父
君

の
葛
梯
は
初
め
呉
に
仕
え
て
い
た
が
、
晋
朝
の
三
国
統
一
後
は
、
そ
の
朝
に
出
仕
し
て
、
大
中
正
、
肥
郷
県
令
、
会
稽
太
守
を
歴
任
し
て

こ
の
父
は
葛
洪
十
三
歳
の
時
に
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
た
め
に
、
葛
氏
の
家
計
は
今
ま
で
と
う
っ
て
変
っ
て
に
わ
か
に
貧
窮

の
度
を
加
え
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

こ
の
貧
窮
の
な
か
で
、
少
年
期
か
ら
青
年
期
を
過
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
葛
洪
は
薪
を
売
っ
て
は
紙

を
求
め
、
蔵
書
家
が
い
る
と
き
け
ば
千
里
の
路
も
厭
わ
ず
訪
ね
て
書
を
借
り
て
写
し
、
柴
を
燃
し
た
燈
火
の
下
で
読
書
を
つ
づ
け
た
。
か

く
し
て
経
書
、
史
書
、
諸
子
百
家
か
ら
雑
文
に
至
る
ま
で
一
万
巻
を
読
破
し
、
そ
の
一
言
半
句
を
も
譜
ん
じ
て
忘
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。

『
晋
害
』
泌
洪
伝
に
よ
れ
ば
、
典
籍
を
究
覧
し
た
葛
洪
が
も
っ
と
も
好
ん
だ
も
の
は
神
仙
養
生
の
法
で
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
の
由
来
に
つ

い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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幽
洪
の
文
芸
思
想
（
林
田

遂
に
典
籍
を
究
斃
し
て
、
尤
も
神
仙
導
養
の
法
を
好
む
。
従
祖
（
葛
）
玄
は
呉
の
時
に
道
を
学
ん
で
仙
を
得
て
、
号
し
て
葛
仙
公
と

日
う
。
其
の
煉
丹
の
秘
術
を
以
て
、
弟
子
鄭
隠
に
授
く
。
洪
は
隠
に
就
い
て
学
び
、
悉
く
其
の
法
を
得
た
り
。
後
に
南
海
太
守
上
党

の
鮪
玄
に
師
事
す
。
玄
亦
た
内
学
し
、
逆
め
将
来
を
占
う
。
洪
を
見
て
之
を
保
重
し
、
女
を
以
て
洪
に
妻
す
。
洪
は
玄
の
業
を
伝

晋
の
太
安
年
間
に
石
泳
の
乱
が
お
こ
る
と
、
朝
廷
の
要
請
を
受
け
た
葛
洪
は
数
百
人
の
義
勇
兵
を
募
り
、
こ
れ
を
諸
隊
に
加
え
て
、
み

ず
か
ら
将
兵
都
尉
と
な
っ
て
賊
の
討
伐
に
活
躍
す
る
。
乱
卓
定
後
は
、
そ
の
功
に
よ
っ
て
伏
波
将
軍
の
称
号
を
授
か
っ
た
も
の
の
、
葛
洪

は
あ
っ
さ
り
軍
職
を
退
苔
、
珍
書
を
渉
猟
す
る
た
め
に
洛
陽
に
赴
い
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
ひ
苔
つ
づ
い
て
お
こ
っ
た
八
王
の
乱
に
遭

邁
し
、
せ
っ
か
く
の
目
的
を
果
さ
ず
に
終
っ
て
い
る
。
時
あ
た
か
も
京
師
に
あ
っ
て
友
人
の
聾
含
が
広
西
刺
史
を
拝
し
、
葛
洪
を
参
軍
に

し
た
い
と
願
い
出
た
の
で
、
南
方
避
難
の
便
宜
を
考
え
た
葛
洪
は
こ
れ
に
就
任
し
、
た
だ
ち
に
広
州
に
赴
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
間
、
愁

含
の
暴
死
が
あ
っ
て
、
官
職
を
退
く
が
、
そ
の
ま
ま
広
州
に
滞
留
し
た
後
、
再
び
郷
里
に
帰
っ
て
い
る
。
そ
の
後
も
頻
り
に
州
郡
の
長
官

か
ら
召
聘
を
受
け
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
応
じ
て
い
な
い
。

『
抱
朴
子
』
自
序
篇
に
よ
る
と
、
葛
洪
は
若
い
頃
か
ら
、
太
古
の
巣
父
、
許

由
等
の
隠
士
を
慕
い
、
布
衣
の
ま
ま
大
儒
で
終
っ
た
後
漢
の
法
真
、
侠
気
に
富
み
出
仕
を
拒
み
つ
づ
け
た
後
漠
の
申
屠
幡
な
ど
の
人
柄
と

生
苔
方
に
共
鳴
し
、
経
書
に
通
じ
て
理
想
の
書
を
著
す
文
儒
に
な
り
た
い
と
い
う
志
が
強
か
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
が
こ
の
時
及
び
其
の
後

の
度
重
な
る
召
聘
を
拒
ん
だ
理
由
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

司
馬
容
が
三
一
七
年
に
東
晋
朝
を
建
業
に
興
し
、
四
晋
の
皇
統
を
継
ぐ
と
、
石
泳
の
乱
に
於
け
る
過
去
の
功
績
の
追
賞
が
お
こ
な
わ
れ

て
、
葛
洪
は
関
中
侯
の
爵
位
を
あ
ら
た
め
て
授
か
り
、
併
せ
て
郷
里
句
容
県
三
百
戸
の
租
税
を
俸
緑
と
し
て
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
此
の

恩
賞
に
あ
ず
か
っ
た
た
め
か
、
咸
昭
初
年
（
三
一
一
六
）

に
再
び
召
さ
れ
た
折
に
は
、
辞
退
せ
ず
に
州
の
主
簿
に
つ
き
、
諮
議
参
軍
に
す
す

こ
の
頃
、
葛
洪
と
親
交
が
あ
っ
た
者
に
『
捜
神
記
』
の
撰
者
、

1
賓
が
い
る
。
す
で
に
著
作
郎
の
官
位
に
あ
っ
て
、

ん
で
い
る
。

え
、
医
術
に
綜
練
す
。

『
晋
紀
』
の
編
纂
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抱
朴
子
〗
を
内
篇
外
篇
と
わ
げ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

に
従
事
し
て
い
た
干
賓
が
「
オ
は
国
史
に
爛
う
」

（
晋
書
葛
洪
伝
）
人
材
と
し
て
、
葛
洪
を
散
騎
常
侍
、

め
、
強
い
就
任
要
請
を
受
け
る
が
、
葛
洪
は
州
の
主
簿
、
参
軍
の
地
方
官
に
つ
い
た
こ
と
で
一
応
の
申
し
開
き
が
で
き
た
と
考
え
た
の

か
、
今
度
は
固
辞
し
て
遂
に
出
仕
し
な
か
っ
た
。

LI
ハ
こ
こ
で
留
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
干
賓
と
葛
洪
と
の
関
係
て
あ
る

3

触
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
葛
洪
の
文
芸
批
評
と
、
そ
の
清
談
派
ー
と
り
わ
け
「
朦
達
派
の
亜
流
」
批
判
は
、

と
し
た
文
学
的
、
思
想
的
な
関
連
を
ぬ
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
ぬ
側
面
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。

葛
洪
は
此
の
頃
ま
て
に
は
す
て
に
、
玉
充
の
『
論
衡
』
の
編
述
の
態
度
に
な
ら
っ
て
、

後
、
老
年
を
理
由
に
故
郷
を
離
れ
、
広
州
の
羅
浮
山
に
こ
も
っ
て
煉
丹
に
専
心
し
て
い
る
。

い
ず
か
後
に

こ
の
十
賓
と
の
交
友
を
媒
介

そ
う
し
た
或
る
日
の
こ
と
、
か
ね
て
か
ら
葛

洪
の
崇
拝
者
で
広
州
剌
史
を
し
て
い
た
郵
嶽
の
も
と
に
、
葛
洪
か
ら
の
便
り
が
届
い
た
。
そ
れ
に
は
遠
く
陣
匠
を
求
め
て
、
旅
立
つ
と
あ

っ
た
の
で
、
郎
嶽
が
驚
い
て
出
向
く
と
、
す
で
に
幽
洪
は
坐
っ
た
ま
ま
の
姿
勢
で
眼
む
る
よ
う
に
死
ん
で
い
た
。
佐
中
壮
氏
の
「
葛
洪
の

生
涯
と
そ
の
風
格
」
の
考
証
に
よ
る
と
、
部
嶽
が
広
州
剌
史
在
任
中
(
-
―
ニ
―
I
Q1

三
六
一
）
に
葛
洪
の
卒
去
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
咸
和

五
年

(
-
1
-
―10)
か
ら
竹
平
五
年
（
二
六
一
）
の
闇
の
某
年
で
あ
る
と
み
て
、
幽
洪
が
八
十
一
歳
で
死
ん
だ
と
す
る
『
晋
書
』
葛
洪
伝
の

説
に
疑
い
を
は
さ
ん
で
い
る
。
ハ
十
一
歳
卒
去
説
は
、
「
其
の
顔
色
を
視
る
に
生
け
る
が
如
く
、
体
亦
た
柔
軟
。
戸
を
挙
げ
て
柁
に
入
る

れ
ば
、
其
の
軽
き
こ
と
空
衣
の
如
し
。
世
以
て
戸
解
仙
と
為
す
」
と
述
べ
る
晋
書
本
伝
の
伝
説
め
い
た
葛
洪
の
卒
去
情
況
か
ら
、
若

F
の

①
 

誇
張
を
加
え
て
出
さ
れ
た
年
令
で
、
郎
嶽
の
こ
と
か
ら
考
え
て
と
う
て
い
無
理
な
説
で
あ
る
と
佐
巾
氏
は
み
て
い
る
。

葛
洪
の
著
書
に
つ
い
て
は
、
『
晋
書
』
葛
洪
伝
が
「
碑
評
詩
賦
五
巻
、
移
檄
章
表
三
十
巻
、
神
仙
良
吏
隠
逸
集
異
伝
各
十
巻
、
又
抄
五
評

史
漠
百
家
之
言
方
伎
雑
事
三
百
一
十
巻
、
金
慎
薬
方
一
百
巻
、
肘
後
要
急
方
四
巻
。
」
と
列
挙
し
、

著
述
篇
章
は
班
馬
よ
り
富
み
、
又
精
弁
玄
頚
に
し
て
折
理
微
に
入
る
」
と
絶
賛
し
て
い
る
。

「
洪
は
博
聞
深
沿
、
江
左
の
絶
倫
、

『
抱
朴
子
』
は
彼
が
―

1
0
歳
を
す
ぎ
た
こ
ろ

か
ら
害
ぎ
は
じ
め
、
戦
乱
の
間
も
筆
を
休
め
す
に
綴
り
、
十
数
年
を
経
た
建
武
元
年
（
三
一
七
）

に
完
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
撼
洪
は
『

「
其
の
内
篇
ぱ
湘
仙
、

Jj
薬
、
鬼
怪
、
変
化
、
養
生
、
延
年
、
嬢
邪
、
却
裕
の
事
を

二
J

抱
朴
子
』
の
著
述
を
完
成
し
て
い
た
。
そ
の

大
著
作
の
官
に
推
挙
し
た
た
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library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked



で
あ
る
。

泌
洪
の
文
芸
思
想
（
林
田

言
い
て
道
家
に
属
す
。
其
の
外
篇
は
人
間
の
得
失
、
世
事
の
蔵
否
を
言
い
て
儒
家
に
属
す
」

に
対
象
と
す
る
葛
洪
の
文
芸
思
想
に
つ
い
て
の
資
料
は
、
お
お
む
ね
こ
の
外
篇
に
属
す
る
『
抱
朴
子
』
の
論
説
及
び
そ
の
逸
文
に
よ
る
も

R
 

の
で
あ
る
。

葛
洪
の
文
芸
思
想
を
総
体
的
に
点
検
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
は
彼
が
「
文
学
」
の
語
義
を
い
か
に
把
握
し
て
い
た
か
、

「
文
学
」
に
つ
い
て
の
概
念
規
定
が
い
か
な
る
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
を
み
る
こ
と
に
す
る
。

は
じ
め

み
の

聖
人
は
之
（
道
）
を
文
に
賓
ら
せ
、
之
を
学
に
鋳
る
。
文
学
は
人
倫
の
首
、
大
教
の
本
な
り
。

（
太
平
御
覧
六

0
七
抱
朴
子
逸
文
）

こ
こ
で
葛
洪
が
先
ず
文
と
学
と
を
分
離
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
概
念
を
も
つ
語
義
と
し
て
用
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
そ
れ
は

漢
代
の
「
文
学
」
観
念
に
ち
か
い
。
漢
代
で
は
「
文
」
と
「
学
」
の
概
念
を
あ
き
ら
か
に
区
分
し
て
用
い
て
い
る
し
、
こ
の
区
別
に
対
応

R
 

す
る
概
念
と
し
て
「
文
章
」
と
「
文
学
」
の
用
語
を
使
っ
て
い
る
。
葛
洪
の
「
文
学
」
が
詞
章
詩
賦
を
指
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
道
の
た

め
の
文
で
あ
り
、
道
の
た
め
の
学
で
あ
る
と
し
て
、
人
倫
道
徳
の
基
本
に
あ
る
も
の
を
「
文
学
」
と
み
て
い
る
こ
と
か
ら
も
あ
ぎ
ら
か
で

あ
る
。
葛
洪
は
道
の
発
揚
と
一
体
化
し
た
も
の
と
し
て
「
文
学
」
を
と
ら
え
て
い
る
。
云
う
ま
で
も
な
く
、
今
日
の
所
謂
「
文
学
」
の
概

念
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
『
抱
朴
子
』
に
お
け
る
「
文
学
」
と
い
う
概
念
語
の
使
用
は
極
め
て
少
な
い
。
葛
洪
は
文
芸
作
品
を
問

題
と
す
る
場
合
に
は
文
章
と
い
い
、
詩
賦
と
い
い
、
辞
義
と
い
い
、
時
に
は
文
芸
と
い
っ
て
所
謂
「
文
学
」
と
区
別
し
た
。
そ
れ
だ
け
で

な
く
彼
は
文
人
と
儒
人
を
は
っ
き
り
区
別
し
て
み
て
い
る
。
儒
人
は
「
古
典
の
奥
義
を
明
か
に
し
て
博
く
古
言
を
究
め
て
真
理
を
探
究
す

④
 

る
」
も
の
で
あ
り
、
文
人
は
「
筆
鋒
鋭
く
論
を
立
て
」
「
の
び
や
か
で
筋
が
通
っ
て
い
る
」
文
章
を
書
く
も
の
と
規
定
し
て
い
る
の
が
そ
れ

先
に
掲
げ
た
『
抱
朴
子
』
の
逸
文
に
つ
い
て
、
清
の
厳
可
均
は
も
と
励
学
篇
か
尚
博
篇
に
入
っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い

つ
ま
り
彼
の

（
自
序
篇
）
と
語
っ
て
い
る
が
、
拙
論
が
こ
こ
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る
か
、
お
そ
ら
く
そ
う
で
あ
ろ
う
。
そ
の
『
抱
朴
，
~
』
〖
助
芹
篇
を
み
る
と
、
葛
嵐
は
扁
書
し
て
学
閻
を
積
み
、
人
間
と
し
て
い
資
質
を
麿

く
こ
と
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
力
説
し
て
い
る
。

ま

夫
れ
劉
削
（
彫
刻
）
、
糾
面
（
絵
両
）
、
砧
仕
、
射
御
、
騎
ゑ
CJ
易
彗
す
ら
猶
忙
平
11
を
須
っ
て
、
熟
る

理
の
職
き
を
や
。
道
徳
の
遠
、
陰
陽
の
変
、
娼
神
の
枯
は
細
遂
去
奥
に
し
て
誠
に
庁
知
し
羅
し

0

色
白
し
と
一
△
う
と
雌
も
、
憂
む
る

あ

ら

う

ま

び

か

り

に
匪
ざ
れ
ば
硯
な
ら
す
。
味
の
甘
し
と
云
う
と
雖
も
、
和
す
る
に
匪
れ
ぎ
ば
芙
か
ら
す
。
故
に
忍
研
華
も
琢
せ
す
ん
ば
則
ち
翻
夜
の
景

や
か

は
発
せ
す
。
丹
青
（
名
剣
）
も
冶
ず
ん
ば
則
ち
純
鉤
（
越
の
名
姻
）
の
勁
は
就
ら
す
。
火
は
刈
ち
納
ら
ず
ん
ぼ
生
ぜ
す
、
扇
が
ぎ
れ
ば

熾
ん
な
ら
ず
。
水
は
則
ち
決
せ
す
ん
ば
流
れ
す
、
柏
ら
ぎ
れ
は
深
か
ら
す
。
故
に
質
は
我
に
在
る
と
雖
も
、
成
す
は
彼
に
由
る
。
-

（
国
助
学
篇
）

話
洪
は
こ
こ
て
、
質
は
個
我
の
な
か
に
内
在
す
る
も
の
て
あ
る
が
、
そ
の
質
に
価
値
あ
る
美
し
さ
と
面
か
さ
を
附
与
し
て
完
成
さ
せ
る

も
の
が
学
問
で
あ
る
と
み
て
い
る
。
度
代
の
「
文
学
」
概
念
が
学
術
、
学
判
の
急
味
を
も
っ
て
い
た
よ
う
に
、
葛
洪
の
所
謂
「
文
学
」
は

個
我
に
内
在
す
る
質
を
晋
遍
的
に
価
値
あ
る
存
在
と
し
て
磨
苔
高
め
る
学
問
の
謂
で
あ
っ
だ
。
漢
代
の
所
謂
「
文
学
」
は
怖
教
の
学
問
に

限
定
を
受
け
、

そ
れ
に
冠
絡
す
る
力
向
に
あ
っ
た
の
が
お
お
む
ね
の
煩
向
て
あ
っ
た
が
、
然
し
な
か
ら
、
葛
洪
の
学
間
は
儒
教
の
経
血
ハ
の

み
を
対
象
と
し
て
い
な
い
。

っ
た
し
、

そ
こ
に
限
定
し
て
し
ま
わ
な
い
と
こ
ろ
に
、
子
閲
思
想
を
受
容
す
る
葛
洪
の
狐
自
な
闊
迄
さ
と
肖
在
さ
が
あ

そ
れ
は
儒
教
万
能
土
義
が
崩
壊
し
た
後
漠
末
か
ら
、
魏
晋
を
経
た
東
当
時
代
の
思
想
的
特
質
と
も
か
ら
ん
て
い
る
。

ひ
ら

七
経
を
披
い
て
百
氏
を
坑
び
、
然
る
後
に
向
脳
の
至
困
を
党
る
。
夫
れ
学
ば
ず
し
て
知
を
求
む
る
は
、
猶
魚
を
晒
い
て
網
無
く
、
心

こ
れ

は
勤
む
る
と
雖
も
獲
る
無
き
が
ご
と
し
。
に
を
広
め
以
て
叫
を
窮
む
る
は
猶
風
に
順
い
烏
に
託
す
る
が
こ
と
し
。
体
辺
せ
す
し
て
遠

き
を
致
す
な
り
。
|
_
＇
無
外
を
見
ん
と
欲
す
れ
は
必
ず
之
を
載
籍
に
由
り
、
渕
微
を
測
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
必
ず
之
を
明
帥
に
勾

3

（
助
学
篇
）

ー
竹
吊
を
舒
べ
て
出
今
を
考
う
れ
ば
則
ち
天
地
は
其
の
情
を
蔵
す
所
無
し
。
尻
ん
や
鬼
神
を
や
、
人
事
を
や
。

載
藉
、
明
師
に
由
っ
て
無
限
の
世
界
を
発
見
し
、
神
秘
の
世
界
を
探
測
し
、
晶
物
を
ひ
も
と
い
て
古
今
を
考
え
れ
ぱ
、
白
然
に
天
地
の

上ヽ1-』

甘］
＼ __,_ 
0 
C 

i兄
I r l 

や>
）＼ 
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葛
洪
の
文
芸
思
想
（
林
田
）

実
に
僅
か
し
か
存
在
し
な
い
こ
と
を
嘆
く
深
い
絶
望
と
な
っ
て
は
り
つ
い
て
い
る
。

そ
れ
に
く
ら
べ
る
と
、

情
、
鬼
神
の
情
、
人
事
の
情
を
会
得
で
き
る
と
み
て
い
る
の
は
、
読
書
万
巻
に
及
ぶ
葛
洪
の
自
己
体
験
か
ら
出
た
確
信
で
あ
ろ
う
。
お
な

じ
く
昂
学
篇
の
な
か
で
、
家
の
中
に
居
て
古
典
に
心
を
遊
ば
せ
、
隠
れ
た
真
理
を
探
り
、
心
静
か
に
道
を
楽
し
み
、
厳
寒
の
後
に
も
青
緑

の
色
を
変
え
ぬ
確
乎
不
抜
の
操
を
も
つ
人
閻
の
存
在
を
、
葛
洪
は
は
げ
し
く
希
求
し
て
い
る
が
、
そ
の
希
求
は
、
そ
の
よ
う
な
人
間
が
現

総
洪
に
と
っ
て
厳
寒
の
後
に
も
青
緑
の
色
を
変
え
ぬ
確
乎
不
抜
の
操
を
持
す
る
人
間
の
存
在
が
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
を
考
え
る

こ
と
は
、
永
遠
に
色
褪
せ
る
こ
と
の
な
い
生
命
を
獲
得
す
る
神
仙
の
存
在
が
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
を
追
求
す
る
こ
と
と
、
変
り
は

な
か
っ
た
。
『
抱
朴
子
』
の
外
篇
に
儒
家
的
思
想
を
と
お
し
て
現
実
の
相
を
と
ら
え
、
そ
の
内
篇
に
道
家
的
思
想
を
と
お
し
て
永
遠
の
相

を
と
ら
え
る
操
作
に
お
い
て
い
た
ず
ら
に
矛
盾
撞
着
し
な
い
思
想
家
が
葛
洪
で
あ
る
。

個
我
に
内
在
す
る
質
が
学
問
文
化
の
触
発
と
影
薯
に
よ
っ
て
変
容
す
る
可
能
性
を
み
せ
ぬ
か
苔
り
、
葛
洪
に
と
っ
て
質
は
単
に
内
な
る

素
材
で
し
か
な
か
っ
た
。
『
論
語
』
が
君
子
を
評
し
て
「
文
質
彬
彬
」
と
規
定
す
る
と
き
、
質
と
文
と
が
均
衡
し
た
比
重
を
も
ち
、
質
そ

れ
自
体
で
独
立
し
た
価
値
を
保
有
し
て
い
た
。
文
と
質
に
つ
い
て
の
か
か
る
認
識
は
、
葛
洪
に
は
な
い
。
質
は
学
問
文
化
の
切
磋
を
受
け
陶

あ
や

冶
琢
磨
さ
れ
て
文
あ
る
美
し
さ
に
変
容
し
昇
華
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
質
か
ら
文
へ
の
連
続
性
の
な
か
に
、
質
の
存
在
が
意

識
さ
れ
て
い
た
。
道
を
思
想
の
質
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
た
い
し
て
深
み
の
あ
る
叡
智
を
学
問
に
よ
っ
て
、
内
面
化
さ
れ
た
心
の
美
を
文

は
じ
め

化
に
よ
っ
て
彫
琢
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
言
、
「
文
学
」
が
人
倫
の
首
と
な
り
、
大
教
の
本
と
な
る
と
、
葛
洪
は
考
え
る
。
逆
に
云
う
な
ら

ば
、
葛
洪
の
質
の
観
念
に
は
、
道
家
の
よ
う
に
質
が
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
あ
る
こ
と
が
、
自
然
の
道
に
か
な
い
、
自
然
的
な
美
の
様
相
で

あ
る
と
認
識
す
る
発
想
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
質
が
文
に
転
化
し
変
容
す
る
営
為
を
作
為
と
し
て
し
り
ぞ
け
る
観
念
は
み
ら
れ
な
い
。
質

り
質
を
重
ん
じ
て
、

と
文
を
連
続
性
の
上
で
と
ら
え
、
質
か
ら
文
へ
の
昇
華
作
用
を
重
視
す
る
葛
洪
の
文
質
観
は
、
そ
の
ま
ま
彼
の
文
芸
思
想
と
重
な
っ
て
い

た
。
漠
代
の
儒
教
的
文
芸
観
は
「
文
質
彬
彬
」
の
君
子
の
様
態
を
認
め
な
が
ら
も
、
こ
と
文
芸
に
関
し
て
い
え
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
文
よ

つ

い

に

道

学

的

臭

気

か

ら

抜

け

出

す

こ

と

が

で

き

な

か

っ

た

。

葛

洪

の

文

芸

思

想

は

漠

代
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の
文
芸
観
を
は
る
か
に
つ
き
ぬ
け
た
地
平
に
躍
り
出
て
い
る
。
し
か
も
尚
、
作
為
を
し
り
ぞ
け
て
無
作
為
の
素
朴
さ
に
逆
説
の
美
を
発
見

し
た
魏
晋
の
老
荘
的
な
芸
術
観
な
い
し
文
芸
観
を
も
止
揚
し
て
い
る
。
そ
こ
に
葛
洪
の
狼
自
の
文
学
認
識
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て

は
、
次
章
に
ひ
き
つ
づ
含
、
具
体
的
な
検
証
を
こ
こ
ろ
み
る
こ
と
に
す
る
。

『
抱
朴
子
』
の
尚
博
篇
を
み
る
と
、
文
章
と
徳
行
を
対
比
さ
せ
て
論
じ
て
い
る

C

所
謂
「
文
学
」
で
は
な
く
文
章
を
徳
行
と
の
比
較
の

偲
行
は
事
有
る
が
た
め
に
、
優
劣
見
易
し
。
文
章
は
微
妙
な
る
が
為
に
、
其
の
理
識
り
難
し
。
夫
れ
見
易
き
者
は
粗
な
り
。
識
り
難

も

と

も

と

さ

だ

き
者
は
精
な
り
。
夫
れ
唯
粗
な
る
や
、
故
よ
り
鈴
衡
定
め
有
り
。
夫
れ
唯
精
な
る
や
、
故
よ
り
品
癌
一
め
難
し
。
吾
故
に
見
易
き
の

粗
を
捨
て
て
識
り
難
き
の
精
を
論
す
。
亦
た
可
な
ら
ず
や
。

従
来
、
徳
行
に
対
す
る
伝
統
的
な
対
比
の
観
念
は
「
文
学
」
で
あ
る
。
『
論
語
』
が
徳
行
、
政
事
、
一
国
語
、
文
学
の
四
科
を
た
て
て
以

来
、
六
朝
の
『
世
説
新
語
』
も
篇
目
を
た
て
る
際
に
、
真
先
に
こ
の
四
科
を
か
か
げ
て
い
る
。
云
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
際
の
「
文
学
」

と
い
う
用
語
は
広
義
の
学
術
学
問
を
指
し
て
い
た
。

『
論
語
』
の
「
文
学
は
子
滸
・
子
夏
」
（
先
進
篇
）
に
つ
い
て
、
楊
雄
が
『
法
言
』

吾
子
篇
て
「
子
滸
了
夏
ぱ
其
の
書
を
得
」
と
い
い
、
刑
品
の
『
論
語
義
疏
』
が
「
文
章
博
学
は
則
ち
子
滸
子
夏
の
二
人
有
り
」
と
注
し
て

い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
書
籍
学
問
に
博
く
通
じ
て
い
て
、
文
章
に
も
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
が
先
秦
以
前
の
「
文
学
」
の
概
念
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
葛
洪
が
徳
行
の
観
念
と
対
比
し
て
、
こ
こ
に
は
っ
き
り
と
文
章
の
観
念
を
す
え
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
い
す
る
。
葛

洪
は
文
学
（
学
問
）
と
文
箪
（
詞
章
詩
賦
）
の
概
念
を
明
確
に
使
い
分
け
る
こ
と
を
意
識
し
た
上
で
、
徳
行
と
対
比
す
る
も
の
に
、

学
」
で
は
な
く
文
章
を
も
ち
だ
し
て
い
る

J

そ
こ
に
、
彼
の
創
意
と
じ
夫
が
あ
る
。

然
も
閻
題
は
そ
こ
の
み
に
と
ど
ま
っ
て
い
な
い
。
従
来
歯
行
、
政
事
を
第
一
義
の
置
と
考
え
、
第
一
義
の
道
に
対
し
て
極
度
に
敏
感
な

対
象
に
あ
げ
て
い
る
と
こ
ろ
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

四

（
尚
桐
鉛
）

「文

114 

library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked



末
は
必
ず
し
も
悉
く
は
薄
な
ら
ず
」
と
は
、

文
の
在
る
所
は
賤
と
雖
も
貴
な
り
。

反
応
を
み
せ
、
多
大
の
関
心
を
注
ぐ
の
が
、
伝
統
的
な
中
国
士
大
夫
の
思
想
的
姿
勢
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
葛
洪
の
場
合
は
、
そ

の
関
心
が
徳
行
よ
り
も
、
よ
り
多
く
文
章
に
向
け
ら
れ
て
い
る
事
実
は
、
伝
統
的
な
中
国
士
大
夫
の
思
想
的
姿
勢
に
逆
行
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
葛
洪
が
、
徳
行
に
は
事
実
事
跡
の
痕
跡
証
拠
が
あ
る
の
で
品
評
を
定
む
る
に
容
易
で
あ
る
が
、
文
章
は
表
現
の
様
式
を
と
お
し
て

微
妙
な
発
言
が
あ
る
た
め
に
、
そ
の
品
評
は
容
易
に
下
し
が
た
い
と
し
て
、

る
（
文
章
）
を
論
ず
る
」
こ
と
を
是
と
す
る
態
度
を
表
明
す
る
の
が
、
そ
れ
で
あ
る
。

も
な
く
、

「
見
易
き
粗
な
る
（
徳
行
）
を
捨
て
て
」

こ
の
表
明
の
意
義
は
重
い
。
今
更
こ
と
わ
る
ま
で

こ
の
こ
と
で
以
っ
て
、
葛
洪
が
徳
行
を
第
二
義
的
に
考
え
て
い
た
と
み
る
の
は
あ
た
っ
て
い
な
い
。

「
識
り
難
き
精
な

こ
こ
に
於
け
る
葛
洪
の
視

点
は
批
評
す
べ
き
対
象
と
し
て
の
徳
行
で
あ
り
文
章
で
あ
る
。
そ
の
限
定
の
な
か
で
、
な
お
葛
洪
の
批
評
的
関
心
が
、
徳
行
よ
り
も
文
章

の
ほ
う
に
旺
盛
に
は
た
ら
い
て
い
る
こ
と
の
事
実
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
は
、
文
芸
批
評
家
と
し
て
の
資
質
の

優
秀
性
を
葛
洪
に
発
見
し
得
る
か
ど
う
か
、
彼
の
文
芸
観
に
創
造
性
が
あ
る
か
ど
う
か
に
、
基
本
の
と
こ
ろ
で
密
接
に
か
か
わ
り
を
も
つ

こ
の
問
題
を
ふ
か
め
る
た
め
に
、
葛
洪
の
文
芸
観
を
さ
ら
に
掘
り
下
げ
る
必
要
が
あ
る
。

文
章
の
徳
行
に
与
け
る
や
、
猶
十
尺
の
一
丈
に
与
け
る
が
ご
と
し
。
之
（
文
章
）
を
餘
事
と
謂
う
は
、
未
だ
之
を
前
に
聞
か
ず
。
夫

か

た

ち

た

た

あ

や

れ
上
天
の
以
て
象
を
垂
る
る
所
は
、
唐
虞
（
古
代
の
聖
帝
）
の
称
え
を
為
す
所
以
な
り
。
大
人
に
は
虎
の
柄
あ
り
、
君
子
に
は
豹
の

あ

や

お

く

り

な

蔚
あ
り
。
昌
旦
（
周
の
文
王
、
周
公
旦
）
の
聖
を
定
む
る
や
一
字
に
溢
す
。
仲
尼
の
周
に
従
う
の
郁
は
文
に
あ
ら
ざ
る
な
し
。
八
卦

生
ず
る
は
鷹
隼
の
被
む
る
所
、
六
甲
出
ず
る
は
霊
亀
の
負
う
所
。

葛
洪
の
文
芸
思
想
（
林
田
）

問
題
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
尚
博
篇
）

犬
羊
の
綽
は
未
だ
比
す
る

を
得
ず
。
夫
れ
本
は
必
ず
し
も
珍
な
ら
ず
。
末
は
必
ず
し
も
悉
く
は
薄
な
ら
ず
。

こ
の
一
節
は
、
文
章
の
価
値
が
徳
行
の
価
値
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
こ
と
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
「
夫
れ
本
は
必
ず
し
も
珍
な
ら
ず
、

「
文
章
の
徳
行
に
与
け
る
や
、
猶
十
尺
の
一
丈
に
与
け
る
が
ご
と
し
」
の
考
え
を
更
に
一
歩

押
し
進
め
て
、
文
章
の
優
位
性
に
や
や
傾
む
く
発
言
で
あ
る
。
葛
洪
の
文
芸
観
は
そ
の
意
味
で
も
、
魏
の
曹
王
が
『
典
論
』
論
文
で
「
文
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章
は
経
国
の
大
業
に
し
て
、
不
朽
の
盛
事
な
り
」
と
述
べ
て
文
学
創
造
の
価
値
か
政
治
と
待
行
の
事
業
に
匹
敵
す
る
も
の
と
み
た
文
学
価

値
説
を
踏
ま
え
、
そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
政
治
と
道
徳
と
の
植
着
か
ら
ぬ
け
出
し
て
、
し
だ
い
に
文
芸
が
自
立

の
道
を
も
と
め
て
ゆ
く
六
朝
時
代
の
幕
あ
け
に
ふ
さ
わ
し
い
文
学
価
値
説
の
樹
立
で
あ
っ
た
。

葛
洪
の
文
学
価
値
説
が
東
晋
期
に
ふ
さ
わ
し
い
時
代
の
思
想
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
こ
か
ら
出
発
し
た
彼
の
文
芸
批
評
に
時
代
の
思
潮

に
逆
流
す
る
反
時
代
的
な
思
想
を
発
見
す
る
こ
と
は
む
し
ろ
困
難
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
彼
の
反
尚
古
主
義
的
文
学
史
観
を
と
り
あ
げ

て
み
よ
う
。
現
代
の
書
が
い
か
に
有
益
で
あ
っ
て
も
、
前
代
の
遣
文
に
は
か
な
わ
な
い
と
す
る
頃
迷
な
尚
古
主
義
は
、
中
国
思
想
史
の
な

か
に
、
そ
れ
を
さ
さ
え
て
き
た
中
国
の
土
大
夫
の
な
か
に
、
根
強
く
存
続
し
て
き
た
歴
史
観
か
ら
き
て
い
る
。
総
洪
が
生
き
た
東
晋
時
代

超
群
の
人
有
り
と
誰
も
、
狛
之
は
竹
吊
の
載
す
る
所
に
及
ば
す
と
謂
う
。
益
世
の
書
打
り
と
雖
も
、
猶
之
は
前
代
の
遣
文
に
及
ば
ず

と
謂
う
。
是
を
以
て
仲
尼
は
当
時
に
戸
ん
せ
ら
れ
ず
、
太
玄
（
楊
誼
の
杏
）

は
比
肩
（
劉
向
）

に
蛋
薄
せ
ら
る
。
俗
士
は
多
く
、
今

の
山
は
古
の
山
の
高
き
に
及
ば
ず
、
今
の
海
は
古
の
海
の
広
き
に
及
ば
ず
、
今
の
日
は
古
の
日
の
熱
苔
に
及
ば
ず
、
今
の
月
は
古
の

さ

え

お

と

み

と

め

月
の
朗
に
及
ば
ず
と
云
う
。
何
ぞ
今
の
方
七
の
、
古
の
枯
骨
に
減
ら
ざ
る
こ
と
を
肯
許
ん
や
。
聞
く
所
を
重
ん
じ
、
見
る
所
を
軽
ん

さ

ま

こ

と

ゆ

え

ず
る
は
、
一
世
の
み
の
患
う
所
に
非
ず
。
昔
の
琴
を
破
り
、
絃
を
勘
く
は
諒
に
以
有
り
て
然
る
な
り
。
（
尚
阿
篇
）

こ
こ
で
葛
洪
は
あ
苔
ら
か
に
中
国
の
尚
古
主
義
が
民
族
の
強
い
伝
統
的
習
性
と
し
て
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
尚
古
主

義
的
習
性
の
た
め
に
嘗
て
孔
了
も
楊
雄
も
彼
等
が
生
ぎ
た
当
時
に
あ
っ
て
、
不
当
に
経
視
さ
れ
、
嘲
笑
の
対
象
と
さ
え
な
っ
て
き
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
事
実
に
は
且
を
つ
ぶ
る
尚
古
主
義
の
磨
勝
手
さ
に
、
葛
洪
は
は
げ
し
い
怒
り
を
ぶ
つ
け
て
い
る
。

東
晋
期
の
詩
史
観
も
こ
の
尚
古
主
義
的
習
性
に
浸
蝕
さ
れ
て
い
た
と
み
て
、
葛
洪
は
具
体
的
な
作
品
例
を
あ
げ
な
が
ら
、
そ
れ
に
次
の

も
ま
た
そ
の
例
外
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。

五
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と

も

ひ

と

え

今
の
詩
は
古
の
詩
と
倶
に
義
理
有
る
も
、
之
を
士
に
方
う
れ
ば
、
並
に
徳
行
有
る
と
も
、
一
人
の
偏
に
芸
文
に
長
ず
れ
ば
、

た

と

の

び

こ

と

謂
う
べ
か
ら
ず
。
之
を
女
に
比
う
れ
ば
、
倶
に
国
色
を
体
す
と
も
、
一
人
の
独
り
百
伎
に
閑
や
か
な
れ
ば
、
混
じ
て
異
な
る
無
し
と

と
も

為
す
べ
か
ら
ず
。
若
し
倶
に
宮
室
を
論
ず
れ
ば
、
笑
斯
路
寝
（
詩
経
）
の
頌
は
、
王
生
の
霊
光
を
賦
す
る
と
何
如
ん
と
。
若
し
同
に

遊
猟
を
説
け
ば
、
叔
敗
慮
鈴
（
詩
経
）
の
詩
は
、
相
如
の
上
林
を
言
う
と
何
如
ん
と
。
並
に
祭
祀
を
美
す
る
に
、
清
廟
雲
漠
（
詩
経
）

と

も

た

た

の
辞
は
、
郭
氏
の
南
郊
の
艶
に
何
如
ん
と
。
等
に
征
伐
を
称
う
る
に
、
出
軍
六
月
（
詩
経
）
の
作
は
、
陳
琳
の
武
軍
の
壮
に
何
如
ん

「
大
叔
子
田
」

と。
ら
か
と
ろ

近
者
、
夏
俣
湛
、
淮
安
仁
並
に
袖
亡
詩
を
作
る
。
白
華
由
庚
南
該
華
黍
（
詩
経
）
の
属
な
り
。
諸
碩
儒
‘
]
峠
オ
の
文
を
賞
す
る
者

み
な
お
も

は
、
咸
以
え
ら
く
、
古
詩
三
百
は
未
だ
以
て
二
賢
に
偶
ぶ
る
に
足
る
こ
と
有
ら
ず
と
。
（
鉤
世
篇
）

此
の
一
節
に
つ
い
て
、
煩
を
厭
わ
ず
、
作
者
と
作
品
名
を
補
足
し
な
が
ら
解
説
す
る
と
す
れ
ば
、
宮
殿
を
歌
っ
た
詩
に
、
詩
経
の
魯
の

公
子
笑
斯
が
歌
っ
た
「
悶
宮
」
が
あ
る
が
、
後
漠
の
王
延
寿
の
「
魯
霊
光
殿
賦
」
に
は
か
な
わ
な
い
し
、
狩
猟
を
歌
っ
た
詩
に
、
詩
経
の

よ
み

に
は
及
ば
な
い
し
、
祭
祀
を
美
し
た
詩
に
、
詩
経
の

「
慮
令
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
前
漠
の
司
馬
相
如
の

「
雲
漠
」
が
あ
る
が
、
東
晋
の
郭
瑛
の
「
南
郊
賦
」
の
艶
美
さ
に
か
な
わ
な
い
し
、
戦
争
を
歌
っ
た
詩
に
、
詩
経
の
「
出
車
」

「
上
林
賦
」

「
六
月
」
が
あ
る
が
、
魏
の
陳
琳
の
「
武
軍
賦
」
の
勇
壮
さ
に
及
ば
な
い
と
葛
洪
は
論
じ
て
い
る
。

こ
こ
に
葛
洪
が
詩
経
の
詩
篇
と
比
較
し
て
と
り
あ
げ
た
詩
賦
家
の
な
か
に
、
東
晋
の
郭
瑛
の
名
が
雑
っ
て
み
え
る
の
は
、
頗
る
興
味
ぶ

か
い
。
郭
瑛
は
「
遊
仙
詩
」
の
詩
人
と
し
て
、

『
山
海
経
』
の
注
釈
者
と
し
て
、
こ
の
時
代
に
異
彩
を
放
つ
文
学
者
で
あ
る
が
、
『
捜
神

記
』
の
撰
者
干
賓
と
一
緒
に
、
東
晋
王
朝
の
著
作
郎
の
職
に
つ
き
、
国
史
編
纂
に
従
事
し
て
い
る
。
こ
の
時
郭
瑛
は
干
賓
に
、
干
賓
は
郭

⑥
 

瑛
に
異
オ
の
香
気
を
た
が
い
に
か
ぎ
わ
け
、
親
し
い
友
情
を
わ
か
ち
あ
っ
て
い
る
。
し
か
も
な
お
こ
の
時
に
葛
洪
が
干
賓
に
よ
っ
て
、
散

駒
常
侍
、
大
著
作
に
推
挙
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
現
在
葛
洪
と
郭
瑛
の
泥
懇
な
関
係
を
直
接
知
る
こ
の
で
き
る
資
料
は
残
っ
て
い
な
い
が
、

「
清
廟
」

葛
洪
の
文
芸
思
想
（
林
田
）

よ
う
な
反
論
を
加
え
て
い
る
。

一
例
と
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千
賓
を
と
お
し
て
葛
洪
が
郭
瑛
の
人
柄
と
作
品
に
つ
い
て
関
心
を
寄
せ
、
そ
れ
を
熟
知
し
て
い
た
と
み
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。
然
も
、

葛
洪
、
郭
瑛
の
い
ず
れ
も
が
神
仙
養
生
の
術
に
心
を
注
い
だ
人
で
あ
る
だ
け
に
、
葛
洪
の
郭
瑛
に
つ
い
て
の
関
心
は
な
お
さ
ら
深
く
あ
っ

此
の
郭
瑛
よ
り
も
、

や
や
さ
か
上
る
時
代
の
西
晋
期
に
あ
っ
て
播
岳
、
夏
侯
湛
の
二
人
は
当
時
に
於
け
る
一
流
の
詩
人
で
あ
っ
た
。
聴

洪
が
、
彼
ら
の
「
補
亡
詩
」
を
例
に
と
り
な
が
ら
、
詩
経
は
そ
の
三
百
篇
を
束
に
し
て
か
か
っ
て
も
、
此
の
偉
大
な
近
代
の
二
詩
人
に
及

ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
と
発
言
す
る
に
至
っ
て
は
、
彼
の
反
尚
古
主
義
は
、
当
時
に
あ
っ
て
な
お
絶
対
的
な
権
威
の
書
で
あ
っ
た
経
典
の
聖

か
か
る
徹
底
し
た
反
尚
古
主
義
の
姿
勢
に
は
、
昔
は
万
事
か
質
素
て
あ
っ
た
が
、
今
日
は
す
べ
て
修
飾
か
あ
る
よ
う
に
、
文
芸
作
品
に

も
ま
た
同
じ
現
象
が
あ
り
、
古
の
素
朴
な
表
現
様
式
か
ら
出
発
し
て
、
華
麗
な
修
辞
学
で
装
身
す
る
様
式
を
表
現
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
時
が
移
り
世
が
変
る
の
で
あ
る
か
ら
、
至
極
当
然
の
理
だ
と
み
る
認
織
が
葛
洪
に
あ
る
。
こ
の
合
理
的
な
進
化
説
が
あ
っ
て
、
文

学
の
表
現
様
式
の
発
展
的
法
則
を
是
認
し
、
徹
底
し
た
反
権
威
反
尚
古
主
義
の
文
学
史
観
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

し
か

且
つ
夫
れ
、
尚
書
は
政
事
の
集
な
り
。
然
る
に
未
だ
近
代
の
優
文
の
詔
策
、
軍
書
、
奏
議
の
消
冨
朧
痙
な
る
に
若
ぎ
る
な
り
。
毛
詩

（
鉤
世
篇
）

は
華
彩
の
辞
な
り
。
然
る
に
上
林
、
羽
猟
、
二
京
、
三
都
の
江
減
博
冨
に
は
及
ば
ず
。

毛
詩
が
華
か
な
色
ど
り
の
あ
る
詩
歌
だ
と
い
っ
て
も
、
司
馬
相
如
、
揚
雄
、
張
衡
、
左
思
等
の
辞
賦
家
の
諸
賦
に
溢
れ
て
い
る
芙
の

深
さ
広
言
に
は
到
底
か
な
わ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
散
文
の
領
域
に
も
通
じ
る
事
態
が
あ
り
、
占
代
の
政
事
の
事
柄
を
誌
し
た
尚
書
の
文
章

は
、
お
な
じ
く
政
事
に
か
か
わ
る
近
代
の
文
藻
豊
か
で
す
っ
き
り
し
た
美
し
い
文
章
の
比
で
は
あ
る
ま
い
と
葛
洪
は
論
じ
て
い
る
。
然
し

な
が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
、
伺
故
尚
古
主
義
者
が
占
代
の
書
物
文
章
を
深
遠
と
み
る
の
か
、
そ
の
理
由
を
考
え
る
葛
洪
の
論
理
は
明
解
で

頗
る
合
理
的
で
あ
る
。

もし一

4
U

と

占
藷
の
隠
る
る
こ
と
多
さ
ぱ
、
木
だ
必
ず
し
も
札
人
の
成
よ
り
暁
り
難
き
を
欲
す
る
に
あ
ら
ず
。
或
ぱ
世
異
な
り
て
語
変
る
。
或
は

域
を
凌
辱
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

た
と
考
え
て
差
し
つ
か
え
あ
る
ま
い
。
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閻
に
容
る
所
無
し
と
。

（
意
林
）

六

万
言
同
じ
か
ら
ず
。
荒
を
経
て
乱
を
歴
て
埋
蔵
す
る
こ
と
久
し
く
、
簡
編
朽
絶
し
亡
失
す
る
者
多
し
。
或
は
章
句
脱
去
す
。
是
を
以

て
知
り
難
き
こ
と
深
き
に
至
る
が
若
く
に
似
た
り
。

こ
れ
は
卒
直
に
肯
定
す
べ
き
意
見
で
あ
る
。
古
代
の
書
物
及
び
文
章
が
な
が
い
時
間
的
経
過
の
な
か
で
、
戦
乱
に
遭
い
、
亡
失
し
欠
落

す
る
う
き
め
に
あ
っ
た
た
め
に
、
読
み
取
り
が
ゆ
き
と
ど
か
な
く
な
っ
た
の
を
、
逆
に
権
威
化
す
る
の
が
尚
古
主
義
だ
と
み
て
い
る
。
し

や
た
ら
と
あ
り
が
た
が
り
、
新
し
い
時
代
の
文
章
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
そ
れ
が
金
玉
の

か
も
葛
洪
は
、
古
い
文
章
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、

質
を
も
っ
て
い
て
も
、
瓦
礫
同
然
と
み
な
す
人
々
を
、

な
合
理
主
義
的
態
度
が
一
員
し
て
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

反
尚
古
主
義
の
文
学
観
に
た
ち
、
近
代
の
文
芸
表
現
の
様
態
に
く
み
す
る
疵
洪
は
、
西
晋
か
ら
東
晋
に
か
け
て
の
ご
く
身
近
か
な
時
期

の
文
芸
に
た
い
し
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
評
価
を
あ
た
え
て
い
た
か
、
此
の
章
で
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

余
嘗
て
聾
君
道
に
問
い
て
曰
く
、
左
太
沖
、
張
茂
先
は
通
人
と
謂
う
べ
き
か
。
君
道
答
ぇ
て
曰
く
。
通
人
は
聖
人
の
次
な
り
。
其
の

こ
こ
で
は
、
西
晋
期
の
詩
賦
家
左
思
、
張
華
が
通
人
で
あ
る
か
ど
う
か
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
此
の
通
人
説
は
、
葛
洪
が
漠
代
の
思

想
書
の
な
か
で
と
り
わ
け
珍
重
し
た
王
充
の
『
論
衡
』
超
奇
篇
に
、
「
書
千
篇
以
上
、
萬
巻
以
下
に
通
じ
、
雅
言
を
弘
暢
し
、
文
読
を
審
査

し
て
以
て
教
授
し
、
人
の
師
為
る
者
は
通
人
な
り
」
と
い
う
説
か
ら
出
て
い
る
。
左
思
の
「
三
都
賦
」
、
張
華
の
「
博
物
志
」
を
あ
げ
る
ま

で
も
な
く
、
此
の
二
人
の
文
学
者
が
博
学
深
識
の
君
子
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
は
、
当
時
か
ら
の
定
評
で
あ
っ
た
。
通
人
が
聖
人
に
次
ぐ

存
在
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
葛
洪
は
左
思
、
張
華
の
文
学
作
品
に
極
め
て
高
い
評
価
を
あ
た
え
て
い
た
と
み
て
よ
い
。
葛
洪
が
左
思
の
「
三

都
賦
」
を
反
尚
古
主
義
の
例
証
と
し
て
あ
げ
て
い
る
こ
と
を
考
え
て
も
、
彼
が
左
思
の
文
学
に
、
成
熟
し
た
文
学
的
達
成
を
認
め
て
い
た

葛
洪
の
文
芸
思
想
（
林
田
）

「
俗
儒
」
と
よ
ん
で
は
ば
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
彼
の
反
尚
古
反
権
威
の
強
靱
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『
世
説
新
語
』
を
み
る

こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
左
思
、
張
華
が
活
躍
し
た
西
晋
の
文
学
は
太
康
期
の
文
学
と
云
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
の
中
核
的
文
人

は
な
ん
と
い
っ
て
も
陸
機
で
あ
る
。
葛
洪
は
陸
機
と
そ
の
弟
陸
雲
の
文
学
を
ど
の
よ
う
に
み
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

と
と

愁
君
道
曰
く
。
二
陸
の
文
を
読
む
毎
に
、
未
だ
嘗
て
書
を
廃
せ
ざ
る
に
あ
ら
ず
し
て
歎
じ
、
其
の
巻
の
尽
く
る
を
恐
る
。
陸
子
の
十

篇
は
誠
に
快
書
為
り
。
其
の
辞
の
富
め
る
は
寧
思
を
も
っ
て
損
う
べ
か
ら
ず
。
其
の
理
の
約
な
る
は
鴻
筆
を
も
っ
て
益
す
べ
か
ら

た
だ

す
。
此
の
二
人
を
観
る
に
、
登
に
徒
の
儒
雅
の
士
の
み
な
な
ら
ん
や
。
文
意
の
人
な
り
。
（
北
堂
書
紗
一
百
引
抱
朴
子
逸
文
）

ば
か
り

岱
君
道
は
二
陸
の
優
劣
を
問
う
。
掴
朴
子
日
く
。
二
陸
の
文
の
百
許
の
巻
を
見
る
に
、
未
だ
尽
き
ざ
る
が
似
し
。
准
南
嘗
て
言
う
。

ど
れ
ほ
ど

―
―
陸
は
規
を
重
ん
じ
矩
を
沓
む
こ
と
多
少
も
無
し
。
一
手
の
中
に
利
鈍
無
き
に
あ
ら
ず
。
之
を
他
人
に
方
ぶ
れ
ば
、
江
漠
の
潰
汗
に

お
け与

る
が
若
し
。
其
の
精
処
に
及
べ
は
、
漠
魏
の
人
に
妙
絶
す
と
。

こ
の
二
つ
の
資
料
は
い
ず
れ
も
陸
機
陸
雲
兄
弟
の
文
学
を
論
評
せ
る
も
の
で
、
酌
君
道
、
葛
洪
が
二
陸
の
書
に
魅
せ
ら
れ
て
い
た
事
実

の
告
白
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
愁
君
道
が
二
陸
の
文
章
に
つ
い
て
、
論
理
が
簡
約
で
辞
采
が
豊
富
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
二
陸
は
な
み

の
儒
雅
の
上
で
は
な
く
、
自
分
の
文
章
を
意
識
的
に
創
造
し
よ
う
と
し
た
「
文
意
の
人
」
と
規
定
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
総
洪
も
そ

の
意
見
に
紹
み
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は
二
隆
兄
弟
の
優
劣
な
ど
論
ず
る
興
味
は
さ
ら
さ
ら
な
か
っ
た
と
み
え
て
、

LJ
ハ
散
機
陸
雲
兄
弟
の

文
芸
で
す
ぐ
れ
た
も
の
は
、
漠
魏
の
文
人
に
絶
え
て
な
い
妙
味
が
あ
る
と
絶
讃
し
て
い
る
准
南
の
説
に
く
み
し
て
い
る
。

葛
洪
の
家
が
三
国
呉
の
名
家
の
出
身
で
、
そ
の
祖
父
は
吏
部
尚
書
、
太
壬
少
偲
、
侍
巾
を
歴
任
し
、
父
も
会
陪
太
守
を
拝
し
て
い
た
が
、
呉

の
滅
亡
と
ど
う
じ
に
晋
朝
に
出
仕
し
た
事
情
は
、
陸
機
兄
弟
が
歴
代
呉
の
第
一
級
の
門
閥
を
誇
る
貴
族
の
出
自
で
あ
っ
た
が
、
や
は
り
晋

の
三
国
統
一
後
は
故
国
を
去
っ
て
洛
陽
に
出
向
き
、
晋
朝
に
仕
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
と
頗
る
類
似
し
て
い
る
。

と
、
陸
機
兄
弟
の
よ
う
な
呉
出
身
の
士
が
洛
陽
に
入
っ
た
時
、
北
方
人
士
か
ら
嘲
笑
の
対
象
に
さ
れ
、
亡
国
の
悲
哀
を
つ
く
づ
く
と
味
わ

っ
た
こ
と
を
し
ら
せ
て
い
る
。
侯
外
慮
等
の
編
著
『
中
国
思
想
通
史
』
第
二
巻
の
第
十
七
章
「
葛
洪
内
神
仙
外
儒
術
的
道
教
思
想
」
の
な

か
で
、
具
体
的
に
『
抱
朴
子
』
の
審
挙
、
疾
謬
、
栽
惑
の
各
筒
の
中
か
ら
、
江
東
の
豪
族
が
亡
国
後
に
巾
原
豪
朕
の
欺
侮
と
嘲
弄
を
受
け

（
太
平
御
覧
六
百
二
引
抱
朴
子
逸
文
）
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葛
洪
の
文
芸
思
想
（
林
田
）

に
魅
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

七

て
悲
哀
の
声
を
あ
げ
て
い
る
資
料
を
と
り
出
し
、
併
せ
て
葛
洪
の
幼
年
及
び
青
年
期
の
生
活
も
そ
の
よ
う
な
環
境
の
な
か
で
す
ご
さ
れ
て

き
た
と
、
述
べ
て
い
る
。
陸
機
陸
雲
が
或
い
は
葛
洪
の
父
が
、
直
接
的
に
亡
国
の
悲
哀
を
な
め
、
北
方
人
士
の
嘲
弄
の
な
か
で
呉
出
身
の
劣

等
観
を
味
わ
っ
た
の
に
く
ら
べ
、
葛
洪
の
そ
れ
は
一
世
代
を
お
い
て
い
る
た
め
に
、
そ
れ
ほ
ど
直
接
的
な
体
験
と
し
て
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
で
も
な
お
葛
洪
は
陸
機
兄
弟
の
置
か
れ
た
洛
陽
に
於
け
る
心
理
状
態
を
充
分
に
汲
み
と
れ
る
立
場
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
葛
洪

が
陸
機
、
陸
雲
兄
弟
の
文
学
を
併
せ
て
絶
賛
す
る
の
は
案
外
そ
の
よ
う
な
深
層
心
理
に
原
因
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

然
し
な
が
ら
葛
洪
が
陸
機
兄
弟
の
文
学
を
高
く
評
価
し
た
の
は
そ
れ
だ
け
の
理
由
か
ら
で
は
な
い
。
魏
晋
六
朝
期
の
な
か
で
、
最
も
は
な

や
か
な
勁
俊
の
美
を
放
っ
た
の
は
西
晋
太
康
期
の
文
学
で
あ
る
。
太
康
以
後
の
文
学
は
こ
の
勁
俊
の
美
を
失
い
、
い
た
ず
ら
に
麗
美
に
の

み
な
が
れ
て
い
る
。
か
か
る
太
康
文
学
の
旗
手
で
あ
っ
た
陸
機
、
陸
雲
、
左
思
、
張
華
、
播
岳
、
夏
侯
湛
の
い
ず
れ
に
も
、
葛
洪
は
高
い

評
価
を
与
え
て
い
る
。
豊
麗
な
修
辞
を
表
現
に
駆
使
し
て
な
お
骨
気
を
失
わ
な
い
此
の
期
の
文
学
に
、
共
通
し
て
あ
る
美
意
識
が
葛
洪
の

な
か
に
あ
っ
た
と
み
た
い
。

今
あ
ら
た
め
て
、
葛
洪
が
賞
讃
し
た
麿
代
の
詩
賦
家
を
あ
げ
て
み
る
と
、
漠
代
で
は
司
馬
相
如
、
楊
雄
、
脹
衡
、
曹
魏
で
は
陳
琳
、
西

晋
で
は
左
思
、
張
華
、
陸
機
、
陸
雲
、
播
岳
、
夏
侯
湛
、
東
晋
の
同
時
代
人
で
は
郭
環
で
あ
る
。
こ
の
葛
洪
の
文
学
的
評
価
の
視
野
か

ら
、
曹
魏
の
詩
賦
家
が
陳
琳
を
除
い
て
殆
ど
が
ぬ
け
お
ち
て
い
る
の
は
奇
妙
で
あ
る
。
督
魏
の
詩
人
、
例
え
ば
暫
植
、
王
築
、
玩
籍
、
防

康
等
の
文
芸
は
、
辞
賦
に
小
篇
が
多
く
、
そ
れ
だ
け
に
現
実
主
義
の
気
味
の
強
い
、
気
骨
雄
健
な
作
風
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
葛
洪
が
好

ん
だ
の
は
、
気
骨
が
勁
俊
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
辞
采
の
奇
抜
、
豊
美
さ
に
於
て
異
彩
を
は
な
ち
、
構
想
力
の
偉
容
を
誇
る
詩
賦
作
家

群
で
あ
る
。
合
理
主
義
者
葛
洪
は
や
は
り
江
南
出
身
ら
し
く
、
文
芸
の
風
味
に
浪
漫
主
義
の
香
り
あ
る
こ
と
を
喜
び
、
豊
麗
な
美
の
造
型

豊
麗
な
修
辞
は
文
章
表
現
の
重
要
な
要
素
の
一
っ
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
文
章
修
辞
学
に
関
し
て
、
葛
洪
は
ど
の
よ
う
な
原
理
的
認
識
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る。 を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
う
か
。

て
ら

あ
さ

毅
和
は
光
を
昇
ら
せ
て
以
て
旦
を
啓
き
、
望
舒
は
景
を
曜
か
せ
て
以
て
夜
を
灼
す
。
立
材
は
並
に
生
じ
て
用
を
異
に
す
。
百
薬
は
秀

こ

と

あ

っ

と

と

の

を
雑
え
て
治
を
殊
に
す
。
四
時
は
会
し
て
歳
功
成
る
。
五
色
は
衆
ま
り
て
綿
繍
人
を
麗
し
く
す
。
音
階
い
て
爾
美
わ
し
。
群
言
合
し

て
道
芸
弁
ん
ず
。

（
喩
蔽
篇
）

こ
こ
で
、
比
喩
的
に
累
積
さ
れ
て
ゆ
く
論
理
の
ね
ら
い
は
、
修
辞
の
重
要
性
を
説
得
す
る
こ
と
に
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
思
想
も
、
芸
の

領
域
で
生
き
い
き
と
表
現
さ
れ
る
必
要
性
を
、
葛
洪
は
確
認
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
い
ろ
い
ろ
の
響
き
と
色
彩
を

も
つ
言
語
群
が
そ
の
正
し
い
位
馘
づ
け
を
求
め
な
が
ら
整
合
と
組
成
を
繰
返
す
な
か
で
し
か
、
正
し
い
思
想
の
伝
達
は
不
可
能
で
あ
る
と

す
る
認
識
が
葛
洪
に
あ
る
。
こ
れ
は
修
辞
表
現
に
時
代
性
を
認
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
、
質
が
文
に
変
容
し
て
は
じ
め
て
質
の
本
質
を
み
き

わ
め
る
姿
勢
と
絡
ん
で
く
る
葛
洪
独
自
の
認
識
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
葛
洪
に
と
っ
て
表
現
修
辞
学
は
重
要
不
可
欠
の
伝
達
要
素
で
あ
る
が
、
窮
極
に
は
思
想
の
芸
で
あ
る
。
思
想
の
芸
が
過

剰
に
な
が
れ
、
煩
雑
に
な
る
と
、
思
想
の
骨
格
が
破
壊
さ
れ
る
危
険
が
あ
る
。
撼
洪
は
そ
の
危
険
性
に
つ
い
て
、
次
の
様
に
警
告
し
て
い

（
辞
義
篇
）

や
ま
い

lc
と

え

か

さ

抱
朴
子
日
く
。
属
筆
の
家
亦
た
各
々
に
疾
有
り
。
其
の
深
き
は
則
ち
詈
煩
に
し
て
言
冗
、
申
ね
て
誠
め
広
く
喩
う
る
は
、
棄
て
ん
と

欲
し
て
惜
み
、
覚
え
ず
煩
を
成
す
を
患
う
。
繁
華
の
嘩
嘩
は
、
則
ち
七
曜
を
並
べ
て
以
て
高
く
麗
り
、
沈
微
の
論
妙
は
則
ち
玄
渕
の

測
る
無
き
に
僭
し
。
人
事
細
と
し
て
淡
か
ざ
る
無
し
。
王
道
微
と
し
て
備
わ
ら
ざ
る
元
し
。
故
に
賤
し
く
し
て
言
貴
く
、
千
載
に
弥

あ
き
ら

よ
彰
か
な
り
。

修
辞
の
過
剰
の
―
つ
に
詈
喩
の
煩
雑
さ
が
あ
る
が
、
内
容
証
拠
の
不
足
か
ら
、
思
想
の
芸
の
み
が
積
み
重
ね
ら
て
れ
ゆ
く
の
は
、
表
面

的
に
つ
や
や
か
で
美
し
く
と
も
、
そ
こ
に
骨
格
の
脆
弱
性
は
蔽
う
べ
く
も
な
く
露
呈
さ
れ
て
い
る
と
、
葛
洪
は
み
て
い
る
。

葛
洪
に
と
っ
て
、
修
辞
が
思
想
の
芸
で
あ
り
な
が
ら
、
美
の
本
質
に
か
な
う
様
態
を
示
す
の
は
、
細
や
か
な
人
情
と
政
治
の
理
想
の
す
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あ
ろ
う
か
。

此
洪
の
文
芸
思
想
（
林
田
）

『
春
秋
左
伝
』
襄
公
二
十
五
年
の
条
り
に
、
「
言
わ
ざ
れ
ば
、
誰
か
其
の
志
を
知
ら
ん
。
言
に
文
無
け
れ
ば
、
行
き
て
遠
か
ら
ず
」
と

い
う
孔
子
の
発
言
が
記
さ
れ
て
い
る
。
孔
子
の
所
謂
原
始
儒
教
が
単
に
尚
道
の
み
な
ら
ず
、
尚
美
の
文
芸
思
想
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
知

ら
せ
る
資
料
の
一
っ
で
あ
る
。
こ
れ
を
あ
き
ら
か
に
意
識
し
踏
ま
え
た
発
言
が
葛
洪
に
あ
る
。

や
な

抱
朴
子
曰
く
。
笙
は
以
て
棄
つ
べ
し
。
而
る
に
魚
未
だ
獲
ら
れ
ざ
れ
ば
、
則
ち
笙
無
き
を
得
ず
。
文
は
以
て
廃
す
べ
し
。
道
の
未
だ

（
尚
博
篇
）

志
が
遠
く
に
行
わ
れ
る
た
め
に
ふ
さ
わ
し
い
文
ー
言
語
の
美
が
附
与
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
孔
子
の
意
見
と
ど
う
よ
う

に
、
こ
こ
で
葛
洪
は
逆
説
的
表
現
を
用
い
な
が
ら
、
修
辞
美
が
思
想
（
道
）

あ
る
こ
と
を
重
視
し
、
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

繰
返
す
よ
う
で
は
あ
る
が
、
葛
洪
が
文
芸
の
修
辞
を
重
視
し
、
修
辞
美
に
乏
し
い
占
代
の
文
学
を
よ
し
と
す
る
尚
古
主
義
に
痛
烈
な
批

判
を
加
え
、
近
き
時
代
の
文
学
の
旗
手
、
陸
機
、
淮
岳
、
郭
瑛
を
高
く
評
価
し
て
い
る
点
で
、
彼
も
又
時
代
の
批
評
家
で
あ
っ
た
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
彼
が
、

「
詩
賦
浅
近
の
細
文
を
貴
愛
し
、
深
美
冨
博
の
子
書
を
忽
薄
に
す
」
る
こ
と
を
慨
嘆
し
て
い
る
の
は
矛
盾
で

（
尚
博
篇
）

こ
の
路
洪
の
発
言
を
と
ら
え
て
、
絡
洪
が
文
学
の
存
在
価
値
を
否
認
す
る
も
の
だ
と
考
え
る
の
は
あ
た
っ
て
い
な
い
。
待
賦
を
愛
好
す

や
ぼ

或
は
詩
賦
浅
近
の
細
文
を
貴
愛
し
、
深
美
富
博
の
子
書
を
忽
薄
に
す
。
磋
切
の
至
言
を
以
て
験
拙
と
為
し
。
虚
華
の
小
弁
を
以
て
妍

ひ
と

巧
と
為
す
。
真
偽
転
倒
し
、
玉
石
混
滑
す
。
廣
楽
を
桑
間
に
同
じ
う
し
、
龍
章
を
華
服
と
鉤
し
う
す
。
悠
々
と
し
て
皆
然
り
。
歎
ず

べ
く
慨
す
べ
き
者
な
り
。

る
あ
ま
り
に
、
思
想
の
宝
庫
で
あ
り
、
人
間
の
真
実
を
教
え
る
切
磋
の
至
言
が
存
在
す
る
子
書
を
放
棄
し
て
、
顧
み
な
い
愚
を
憤
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
云
い
換
え
る
な
ら
ば
、
詩
賦
の
華
美
の
み
を
追
い
求
め
る
俗
流
が
そ
の
目
に
野
暮
と
う
つ
し
た
も
の
の
な
か
に
、
あ
る
種

行
わ
れ
ざ
れ
ば
、
文
無
き
を
得
ず
。

べ
て
を
備
え
て
、
奥
ふ
か
く
華
や
か
に
輝
く
と
き
で
あ
っ
た
。

の
芸
で
あ
り
な
が
ら
そ
れ
が
道
の
伝
達
に
不
可
欠
の
要
素
で
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八

そ
れ
を
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

の
真
実
の
確
か
さ
が
あ
る
と
み
て
、
そ
の
俗
流
が
「
真
偽
転
倒
し
、
玉
石
混
滑
し
」
て
い
る
現
状
を
慨
嘆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
の
と

こ
ろ
●
流
俗
に
は
し
る
者
は
、
ほ
ん
も
の
の
音
楽
で
あ
る
「
廣
楽
」
の
価
値
が
わ
か
ら
ず
、
そ
れ
を
俗
曲
の
「
桑
間
」
と
同
一
視
し
て
し

ま
う
し
、
ほ
ん
と
う
に
美
し
い
織
物
で
あ
る
「
龍
章
」
の
価
値
が
わ
か
ら
ず
、
そ
れ
と
時
俗
の
好
み
に
あ
っ
た
「
華
服
」
と
の
み
わ
け
が

つ
か
な
く
な
っ
て
い
る
思
想
と
文
学
の
情
況
が
、
葛
洪
を
と
り
ま
く
東
晋
期
の
現
状
で
あ
っ
た
。
葛
洪
は
こ
の
現
状
に
対
し
て
が
ま
ん
が

な
ら
ず
、
「
詩
賦
の
細
文
を
貴
愛
し
、
深
美
冨
博
の
子
書
を
忽
薄
に
す
」
と
い
う
痛
烈
な
批
判
を
浴
び
せ
た
の
で
あ
る
。

葛
洪
は
『
抱
朴
子
』
辞
義
篇
に
お
い
て
も
、
東
晋
時
代
の
詩
に
は
、
為
政
者
の
過
失
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
諷
剌
し
て
世
の
中
に
稗
益
す
る

こ
と
の
多
か
っ
た
古
詩
の
精
神
が
う
し
な
わ
れ
て
お
り
、
た
だ
表
む
き
の
み
せ
か
け
ば
か
り
の
小
細
工
に
終
っ
て
い
る
事
実
を
指
摘
し
、

す

く

の

が

文
は
豊
贈
を
貴
ぶ
。
何
ぞ
必
ず
し
も
善
を
称
え
て
一
口
の
如
く
な
ら
ん
や
。
風
俗
の
流
れ
を
採
い
、
世
塗
の
凌
夷
を
遷
れ
、
疑
者
の

か

よ

に

ぎ

あ

路
を
通
わ
せ
、
貧
者
の
乏
し
き
を
賑
わ
す
こ
と
能
わ
ず
ん
ば
、
何
ぞ
春
華
が
肴
糧
の
用
を
為
さ
ず
、
苗
患
が
泳
寒
の
急
を
救
わ
ざ
る

も
つ
ば

に
異
な
ら
ん
ゃ
。
古
詩
は
過
失
を
刺
す
。
故
に
益
有
り
て
貴
し
。
今
の
詩
は
純
ら
虚
誉
な
り
。
故
に
損
有
り
て
賤
し
。
（
辞
義
篇
）

此
の
一
節
の
冒
頭
に
も
発
言
さ
れ
て
い
る
「
文
は
豊
贈
を
貴
ぶ
」
と
い
う
葛
洪
の
文
学
信
条
は
、
今
の
詩
、
つ
ま
り
東
晋
期
の
詩
風
批

判
を
お
こ
な
う
場
合
も
変
っ
て
い
な
い
。
そ
の
上
に
立
っ
て
風
俗
政
治
の
類
廃
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
救
い
、
疑
う
者
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を

と
き
、
貧
し
き
も
の
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
富
ま
す
よ
う
な
現
実
へ
の
参
加
が
、
文
学
に
必
要
で
あ
る
と
葛
洪
は
い
う
。
こ
れ
は
儒
教
の
文
学

観
で
あ
る
が
、
東
晋
時
代
の
詩
が
現
実
参
加
、
政
治
批
判
の
傾
向
か
ら
著
し
く
後
退
し
、
山
水
景
物
に
沈
酒
し
て
、
社
会
と
人
間
に
背
を

む
け
て
い
た
文
学
情
況
に
即
し
て
の
批
評
で
あ
っ
た
。

葛
洪
の
文
学
観
が
ど
ち
ら
か
い
え
ば
、
そ
の
お
お
む
ね
は
儒
家
の
側
に
立
つ
も
の
で
は
あ
る
が
、
単
純
に
そ
う
と
ば
か
り
き
め
て
し
ま
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夫
れ
制
器
は
周
急
を
珍
と
し
て
、
外
形
を
采
飾
す
る
を
以
て
善
と
為
さ
ず
。
立
言
は
教
を
助
く
る
を
貴
び
、
俗
に
偶
し
誉
を
集
む
る

た
す

を
以
て
高
し
と
為
さ
ず
。
徒
だ
阿
順
諮
談
、
虚
美
隠
悪
の
若
き
は
、
直
豆
に
失
を
匡
し
、
違
を
弼
け
、
過
を
補
う
所
な
ら
ん
や
。
和
す

こ
れ

る
こ
と
寡
な
言
を
慮
か
っ
て
白
雪
の
音
を
廃
し
、
告
る
こ
と
難
ぎ
を
嫌
い
て
、
連
城
の
価
を
賤
し
む
は
、
余
は
焉
を
取
る
無
し
。
華

つ

づ

と

が

艶
を
属
り
て
悦
を
取
る
こ
と
能
わ
ざ
る
に
非
ず
、
抗
言
の
吝
多
き
を
知
ら
ざ
る
に
非
ず
。
然
る
に
情
に
違
い
筆
を
曲
げ
て
、
真
偽
を

ね
が

か

な

力

け

錯
乱
す
る
に
忍
び
ざ
る
な
り
。
心
と
口
相
契
い
、
顧
み
て
景
に
愧
じ
ざ
ら
し
め
ん
と
欲
す
。
知
音
の
後
に
在
る
を
翼
う
な
り
。
否
泰

ま
か

に
命
有
り
、
通
塞
は
天
に
聴
す
。
伺
ぞ
必
ず
し
も
書
の
行
わ
れ
言
の
用
い
ら
れ
て
、
栄
の
当
年
に
及
ば
ん
や
。
（
広
喩
篇
）

否
泰
通
塞
ー
世
に
容
れ
ら
れ
る
か
否
か
は
天
命
に
ま
か
せ
る
と
い
う
の
は
儒
教
で
あ
る
。
真
情
を
貫
ぬ
い
て
自
分
の
影
に
愧
じ
な
い
生

き
方
が
現
実
に
不
遇
で
あ
っ
て
も
、
知
己
を
後
世
に
待
っ
と
考
え
る
の
は
、
こ
れ
ま
た
儒
教
か
ら
き
て
い
る
。
養
生
長
生
の
術
が
克
己
の

厳
し
い
鍛
練
を
課
す
る
の
は
自
己
の
内
面
に
禍
巻
く
さ
ま
ざ
ま
な
欲
望
に
た
い
し
て
で
あ
る
。
紀
洪
の
発
言
に
は
義
の
観
念
が
内
在
し
て

い
て
、
真
情
を
曲
げ
な
い
剛
直
と
高
貴
を
愛
す
る
精
神
が
あ
る
。
そ
れ
は
儒
教
の
精
神
で
あ
る
。
撼
洪
が
所
謂
後
世
「
職
達
派
の
後
継
」

と
呼
ば
れ
る
清
談
の
徒
山
簡
・
玩
朧
・
王
澄
・
謝
混
・
胡
母
輔
之
・
玩
放
・
畢
卓
等
に
た
い
し
て
、
頗
る
手
厳
し
い
批
判
を
加
え
て
ゆ
る

め
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
、
彼
が
か
か
る
儒
家
流
の
自
己
規
制
を
み
ず
か
ら
の
思
想
の
骨
格
に
す
え
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

抱
朴
子
曰
く
。
戴
叔
鸞
、
玩
嗣
宗
は
俗
に
傲
り
て
自
ら
放
つ
。
見
て
大
度
と
謂
う
。
其
の
材
力
を
量
ら
ず
、
倣
生
の
匹
に
非
ず
し
て
、

は

ち

ま

き

あ

ら

も

ら

慕
い
て
之
を
学
ぶ
。
項
を
乱
し
頭
に
科
し
、
或
は
裸
祖
躁
夷
し
、
或
は
脚
を
桐
衆
に
濯
い
、
或
は
便
を
人
の
前
に
捜
す
、
或
は
客
を

と
ど停

め
て
独
り
食
す
、
或
は
酒
を
注
い
で
廻
り
て
親
し
む
所
に
は

I
む
。
ー
ー
＇
蓋
し
左
班
の
為
す
所
に
し
て
、
諸
夏
の
快
事
に
非
ず
。

あ
る
。

葛
洪
の
文
芸
思
想
（
林
田
）

う
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
葛
洪
の
思
想
は
儒
家
の
文
学
観
固
有
の
尚
古
主
義
を
嫌
い
、
文
質
の
調
和
を
説
く
も
の
の
、
窮
極
の
と
こ
ろ
は

質
の
重
視
に
煩
斜
し
て
、
文
の
否
定
に
向
う
儒
教
的
文
学
観
に
内
在
す
る
頑
迷
な
リ
ゴ
リ
ズ
ム
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
こ
と
自
己
の
生
き
方
に
対
す
る
規
制
と
な
る
と
、
葛
洪
の
発
言
は
峻
厳
を
極
め
て
い
て
、
儒
家
の
リ
ゴ
リ
ズ
ム
が
支
配
的
で
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想
が
あ
る
。

子
逸
文
）

な
り

へ1
世
人
ぱ
蔽
・
枷
の
自
然
無
く
し
て
、
其
の
餅
慢
に
効
う
。
外
だ
是
れ
醜
女
の
自
ら
量
る
に
圏
ぎ
の
類
い
な
り
。

題
提
起
と
み
る
こ
と
が
で
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。

機
の
文
学
評
価
と
か
か
わ
っ
て
い
る
輿
味
ぶ
か
い
資
料
が
い
ま
―
つ
あ
る
。

（
北
堂
苔
紗
ー
百
臼
朴

こ
の
篇
に
あ
っ
て
、
葛
洪
が
否
定
の
対
象
と
し
に
の
は
、
後
漠
の
逸
民
蔵
良
て
も
な
け
れ
ば
魏
末
の
竹
林
の
ヒ
賢
の
鍛
袖
玩
籍
で
も
な

い
。
彼
等
の
思
想
と
行
動
の
軌
跡
に
は
ま
だ
白
燃
の
本
質
に
か
な
う
も
の
か
あ
っ
た
か
、
彼
等
の
才
能
識
見
に
は
る
か
に
及
ば
な
い
四
晋

期
の
北
流
の
徒
が
、
そ
の
悟
慢
の
風
に
な
ら
い
、
放
誕
と
奇
頻
な
行
為
に
は
し
る
の
を
痛
罵
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
加
外
虎
の
『
中
国
思

想
通
史
』
は
こ
の
葛
洪
の
漢
末
魏
晋
の
学
風
に
対
す
る
批
判
は
、
た
だ
零
砕
な
行
為
の
ー
か
ら
の
み
の
批
判
で
あ
っ
て
、
実
体
に
せ
ま
っ

R
 

て
い
な
い
皮
相
な
見
解
た
と
み
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
、
束
晋
王
明
創
建
当
初
に
あ
っ
て
、
四
普
亡
国
の
要
因
が
「
竹
林
の
ヒ
賢
」
等
の

清
談
者
流
の
放
牌
な
恙
想
と
竹
動
に
あ
る
と
い
う
見
行
か
支
陀
し
て
い
た
事
実
が
あ
る
。
蕊
洪
の
友
人
て
国
史
緬
纂
官
の
職
こ
あ
っ
た
下

賓
が
『
習
紀
』
総
論
て
、
そ
れ
に
た
い
す
る
き
わ
め
て
明
確
な
記
述
を
残
し
て
い
る
の
が
そ
れ
て
あ
る
。
『
抱
朴
子
』
の
「
刺
蒻
」

衡
」
の
二
篇
も
、
こ
の
東
晋
当
初
の
思
想
史
の
な
か
で
、
洗
い
出
す
な
ら
は
、
そ
の
時
の
歴
史
的
現
実
と
か
か
わ
る
緊
装
な
思
想
上
の
問

こ
の
消
談
啜
達
派
の
亜
流
批
判
か
、
泌
洪
が
も
っ
と
も
敬
愛
し
て
や
ま
な
か
っ
た
文
学
者
陸

秦
の
時
、
燕
鼻
の
酸
を
覚
え
す
、
圏
徽
は
無
痕
の
人
を
憎
む
。
陸
君
は
深
く
文
士
の
放
蕩
、
流
遁
、
遂
行
を
疾
み
て
、
虚
誕
3
言
を

為
さ
ず
。
能
は
ぎ
る
に
非
ざ
る
な
り
。
陸
苫
の
文
は
狛
公
園
の
積

E
の
ご
と
し
、
戌
兄
る
に
非
ぎ
る
無
し
。

陸
機
の
文
を
「
玄
圃
の
債
二
」
の
ご
と
し
と
、
そ
の
妖
し
い
美
し
さ
を
賞
賛
す
る
ま
え
に
、
彼
が
魏
晋
の
文
士
の
放
瘍
、
流
遁
、
遂
往

を
疾
み
、
虚
誕
の
言
を
吐
か
な
か
っ
た
の
は
、

そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
な
く
、

や
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
み
る
と
こ
ろ
に
、
葛
洪
の
思

た
し
か
に
、
幽
洪
の
文
芸
思
想
の
骨
格
に
は
、
怖
家
流
の
自
己
規
制
を
く
す
さ
な
い
峻
厳
な
批
判
精
神
か
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
文

辞
の
翌
麗
な
修
辞
が
時
代
の
文
学
的
所
産
で
あ
る
と
み
る
進
化
論
的
認
熾
が
あ
っ
て
、
時
代
に
逆
行
し
て
は
ば
か
ら
ぬ
頑
迷
は
尚
占
主
義

刺
騎
篇

二弾
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評
価
す
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

（
一
九
七
六
、

―
-
、
六
）

在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、

「馘

の
文
学
的
認
識
と
徹
底
的
に
妥
協
を
許
さ
な
い
柔
軟
な
思
想
が
あ
る
。
此
の
複
眼
の
思
想
が
、
葛
洪
の
重
層
的
な
文
芸
観
を
構
成
し
て
い

る
。
六
朝
期
の
文
学
が
華
靡
に
流
れ
る
端
緒
を
つ
く
た
の
は
、
ま
さ
に
葛
洪
が
当
面
し
て
い
た
東
晋
期
の
山
水
景
物
に
沈
潅
し
て
現
実
を

か
え
り
み
ず
、
表
現
の
小
細
工
の
み
に
と
ら
わ
れ
た
跨
弱
な
文
風
に
あ
っ
た
。
葛
洪
の
文
芸
批
評
は
い
ち
は
や
く
こ
の
危
険
性
に
気
付

か
な

夫
れ
文
章
の
体
は
詳
賞
し
難
し
。
荀
に
耳
に
入
る
を
以
て
佳
と
な
し
、
心
に
適
う
を
快
と
為
さ
ば
、
忘
味
の
九
成
、
雅
頌
の
風
流
を

す

く

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

知
る
も
の
穀
な
し
。
所
謂
塩
梅
の
鍼
酸
を
考
え
れ
ば
、
大
焚
の
致
さ
ぎ
る
を
知
ら
ず
。
嘱
嘱
の
細
巧
に
明
ら
か
な
る
も
、
沈
深
の
弘

く
ら

遂
に
蔽
き
な
り
。

（
辞
義
篇
）

誤
解
を
お
そ
れ
ず
に
云
え
ば
葛
洪
の
文
芸
思
想
の
発
端
か
ら
終
末
に
至
る
ま
で
の
す
べ
て
が
こ
こ
に
還
元
さ
れ
収
敏
し
て
い
る
と
い
え

る
。
彼
は
小
細
工
の
巧
み
さ
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
ど
っ
し
り
し
奥
ゆ
ぎ
の
あ
る
文
芸
作
品
を
希
求
し
て
や
ま
な
い
。
し
か
も
彼
の
文
芸
思
想

の
根
底
に
は
、
塩
加
減
の
淡
白
な
吸
物
が
最
上
の
吸
物
で
あ
る
よ
う
に
、
淡
白
な
趣
苔
を
も
つ
文
章
を
も
っ
て
最
高
と
す
る
美
意
識
が
内

幽
洪
の
文
芸
思
想
（
林
田
）

此
の
塩
梅
の

「
大
諮
空
の
致
さ

此
の
一
節
の
批
評
文
が
か
か
え
る
文
芸
批
評
史
的
意
義
は
重
要
で
あ
る
。

酸
」
を
も
っ
て
や
が
て
晩
唐
期
の
司
空
図
が
詩
論
を
展
開
し
て
お
り
、
さ
ら
に
は
ま
た
、
宋
代
の
文
芸
批
評
に
な
る
と
、

ざ
る
」
が
如
苔
「
淡
白
」
の
風
韻
に
詩
の
最
高
の
美
学
が
あ
る
と
み
て
、
そ
れ
ま
で
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
陶
淵
明
の
詩
風
を
高
く

註
①
佐
中
壮
氏
の
「
葛
洪
の
生
涯
と
そ
の
風
格
」
は
「
東
方
学
論
集
」
に
所
収
さ
れ
ろ
も
の
で
葛
洪
の
伝
記
を
取
り
扱
っ
た
好
論
文
で
あ
る
。

②
『
抱
朴
子
』
の
読
解
に
あ
た
っ
て
、
御
手
洗
勝
氏
の
『
抱
朴
子
簡
注
』
（
広
島
大
学
哲
学
研
究
宰
刊
）
の
詳
細
な
校
注
は
と
り
わ
け
有
益
で
あ
っ

、
、
、

た
。
併
せ
て
本
田
済
氏
訳
『
抱
朴
子
』
（
古
典
文
学
大
系
八
巻
•
平
凡
社
刊
）
を
も
参
考
に
し
た
が
、
訳
文
と
し
て
の
こ
な
れ
が
よ
く
教
え
ら
れ

る
こ
と
が
多
く
あ
っ
た
。

⑧
先
秦
及
び
漢
代
の
「
文
学
」
及
び
「
文
章
」
と
「
文
」
の
概
念
語
を
考
寮
の
対
象
と
し
た
論
文
に
郭
紹
虞
氏
の
『
中
国
文
学
批
評
史
』
が
あ
ろ
。

き
、
そ
れ
を
見
据
え
て
苛
惜
な
言
批
判
を
加
え
て
い
る
。
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④
「
抱
朴
子
』
行
品
篇
い
「
檎
鋭
藻
以
吃
言
、
辞
柄
蔚
而
粕
允
者
、
文
人
也
，
一
「
頸
墳
索
之
渕
奥
、
骸
前
言
以
窮
哨
者
、
偏
人
也
」
を
ぢ
胆

§
郭
環
と
干
賓
と
の
交
友
関
係
資
料
は
『
且
説
新
語
』
文
学
篇
注
引
郭
羨
別
伝
に
「
時
付
酔
酌
之
失
、
友
人
干
令
月
（
賓
）
成
之
曰
、
此
伐
性
之
斧

也
。
瑛
日
吾
所
受
有
分
、
匡
恐
用
之
不
ば
、
混
酒
色
能
害
」
を
あ
り
、
こ
り
干
賓
の
祁
環
に
た
い
す
る
忠
告
は
一

1

ー
ヘ
い
屯
胃
月
0
"者
作
忽
り
峨
は

つ
い
て
い
た
時
の
も
の
で
あ
ろ
つ
。
拙
稿
「
祁
環
に
於
け
る
詩
人
の
崖
命
、
一
（
几
州
中
国
学
会
報
第
七
巻
）
に
こ
の
資
料
を
と
り
あ
げ
て
郭
環
を

論
じ
て
い
る
。

⑥
『
抱
朴
子
』
省
煩
篇
―
uJ

般
後
の
条
り
を
参
照
。

⑦
「
膿
達
の
後
継
」
と
い
う
呼
称
は
青
木
正
児
氏
の
国
玉
誓
又
学
思
想
史
』
の
「
清
談
」
四
い
四
音
の
柏
談
の
項
に
よ
る
。

⑧
侯
外
慮
等
嗣
『
中
圏
思
相
通
史
』
は
そ
の
第
一
一
巻
第
一
七
章
の
「
＂
昴
洪
内
神
仙
外
儒
術
的
道
教
思
想
，
一
に
お
い
て
「
莫
洪
対
漠
末
魏
叩
日
学
風
的
抵

判
、
貫
没
有
什
麿
克
明
的
見
解
、
只
是
零
砕
的
従
行
為
上
束
説
説
、
至
多
根
漢
代
『
王
鞘
直
雑
之
』
的
内
涜
外
儒
的
理
論
在
表
面
卜
駿
詰
一
番
而

巳
、
苅
未
能
掻
舌
喜
処
」
と
論
じ
て
い
る
。

⑨
干
賓
は
晋
紀
総
論
（
文
選
所
収
）
に
お
い
て
、
東
晋
亡
国
の
要
因
に
つ
い
ズ
:
風
俗
荏
僻
に
し
て
恥
尚
所
を
失
い
、
学
者
は
芹
老
を
以
て
宗
と
為

し
り
ぞ

し
て
六
経
を
勁
け
、
談
者
は
虚
薄
を
以
て
絣
と
為
し
、
名
検
を
賤
み
、
卦
を
行
う
者
は
放
濁
を
以
て
通
と
な
し
、
節
信
を
狭
し
と
為
す
云
々
」
と

論
じ
、
併
せ
て
清
談
礫
達
派
の
頭
領
玩
笥
i

ニ
パ
い
て
「
玩
籍
の
行
を
観
て
、
礼
教
崩
弛
の
由
る
所
在
覚
る
」
と
評
し
て
い
る
。
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