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國
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九
年
︶︑﹃
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五
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⽂
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本
⼗
三
經
注
疏
﹄︵
藝
⽂
印
書
館
︑
⼀
九
⼋
⼀
年
︶
に
よ
る
︒   

三
︑
本
論
⽂
に
引
⽤
す
る
⼆
⼗
四
史
は
︑
中
華
書
局
點
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本
⼆
⼗
四
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に
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る
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論
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⼀
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七
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D
⼀
九
七
六
年
︶︑
內
⽥
泉
之
助
・
網
佑
次
・
中
島
千
秋
編
﹃
⽂

選
﹄︵
明
治
書
院
︑
新
釋
漢
⽂
⼤
系
︑
⼀
九
六
三
D
⼆
〇
〇
⼀
年
︶︑
川
合
康
三
等
譯
註
﹃
⽂
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﹄
詩
篇
︵
１
D
６
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岩
波
書
店
︑
⼆
〇
⼀
⼋
D
⼆
〇
⼀
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年
︶︑
佐
藤
利
⾏

﹃
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詩
集
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⽩
帝
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⼀
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な
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を
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の
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六
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1
三
〇
三
︶
は
︑
中
國
六
朝
時
代
を
代
表
す
る
⽂
⼈
の
⼀
⼈
で
あ
る
︒
そ
の
評
價
は
︑
既
に
約
⼆
〇
〇
年
後

の
梁
時
代
︵
五
〇
⼆
1
五
五
七
︶
初
期
に
編
纂
さ
れ
た
鍾
嶸
︵
？
1
五
⼀
⼋
︶﹃
詩
品
﹄
の
序
⽂
に
お
い
て
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康
中
︑
三
張
︑
⼆
陸
︑
兩
潘
︑
⼀
左
︑
勃
爾
復
興
︑
踵
武
前
王
︑
⾵
流
未
沫
︑
亦
⽂
章
之
中
興
也
︒ 

太
康
中
︑
三
張
︵
張
載
・
張
協
・
張
亢
の
三
兄
弟
︶・
⼆
陸
︵
陸
機
・
陸
雲
兄
弟
︶・
兩
潘
︵
叔
⽗
の
潘
岳
・
お
い
の
潘
尼
︶・
⼀

左
︵
左
思
︶︑
勃
爾
と
し
て
復
た
興
り
︑
武
を
前
王
に
踵つ

ぐ
︒
⾵
流
未
だ
沫
せ
ず
︑
亦
た
⽂
章
の
中
興
あ
り
︵
１
︶︒ 

 

と
あ
り
︑
⻄
晉
初
代
の
武
帝
司
⾺
炎
の
太
康
年
間
︵
⼆
⼋
〇
1
⼆
⼋
九
︶
を
代
表
す
る
︑
著
名
な
七
⼈
の
中
に
列
せ
ら
れ
て
い
る
︒ 

 
﹃
詩
品
﹄
に
續
い
て
︑
同
じ
梁
時
代
の
昭
明
太
⼦
蕭
統
︵
五
〇
⼀
1
五
三
⼀
︶
に
よ
�
て
︑
か
の
﹃
⽂
選
﹄
三
⼗
卷
が
編
纂
さ
れ
る

が
︑
こ
の
⽂
學
精
華
集
の
中
で
︑
随
⼀
の
收
錄
作
品
數
を
誇
る
の
も
︑
か
く
い
う
陸
機
で
あ
る
︒
今
こ
こ
に
そ
の
標
題
を
列
舉
す
れ
ば

次
の
通
り
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
︒︵ 

︶
内
は
李
善
注
六
⼗
卷
本
﹃
⽂
選
﹄︵
胡
克
家
重
刻
の
南
宋
刊
本
︶
の
卷
數
を
⽰
す
︒ 

 

﹁
歎
逝
賦
﹂︵
卷
⼗
六
︶ 
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﹁
⽂
賦
﹂︵
卷
⼗
七
︶ 

﹁
皇
太
⼦
宴
⽞
圃
宣
猷
堂
有
令
賦
詩
⼀
⾸
﹂︵
卷
⼆
⼗
︶ 

﹁
招
隱
詩
⼀
⾸
﹂︵
卷
⼆
⼗
⼆
︶ 

﹁
贈
馮
⽂
羆
遷
斥
丘
令
⼀
⾸
﹂ 

﹁
答
賈
⻑
淵
⼀
⾸
竝
序
﹂ 

﹁
於
承
明
作
與
⼠
⿓
⼀
⾸
﹂ 

﹁
贈
尚
書
郎
顧
彥
先
⼆
⾸
﹂ 

﹁
贈
顧
交
阯
公
眞
⼀
⾸
﹂ 

﹁
贈
從
兄
⾞
騎
⼀
⾸
﹂ 

﹁
答
張
⼠
然
⼀
⾸
﹂ 

﹁
爲
顧
彥
先
贈
婦
⼆
⾸
﹂ 

﹁
贈
馮
⽂
羆
⼀
⾸
﹂ 

﹁
贈
弟
⼠
⿓
⼀
⾸
﹂︵
以
上
卷
⼆
⼗
四
︶ 

﹁
赴
洛
⼆
⾸
﹂ 

﹁
赴
洛
道
中
作
⼆
⾸
﹂ 

﹁
吳
王
郎
中
時
從
梁
陳
作
⼀
⾸
﹂︵
以
上
卷
⼆
⼗
六
︶ 

﹁
樂
府
⼗
七
⾸
﹂︵
卷
⼆
⼗
⼋
︶ 

﹁
園
葵
詩
⼀
⾸
﹂︵
卷
⼆
⼗
九
︶ 

﹁
擬
古
詩
⼗
⼆
⾸
﹂︵
卷
三
⼗
︶ 

﹁
謝
平
原
內
史
表
﹂︵
卷
三
⼗
七
︶ 

﹁
豪
⼠
賦
序
﹂︵
卷
四
⼗
六
︶ 

﹁
漢
⾼
祖
功
⾂
頌
﹂︵
卷
四
⼗
七
︶ 
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﹁
辨
亡
論
上
下
⼆
⾸
﹂︵
卷
五
⼗
三
︶ 

﹁
五
等
諸
侯
論
﹂︵
卷
五
⼗
四
︶ 

﹁
演
連
珠
五
⼗
⾸
﹂︵
卷
五
⼗
五
︶ 

﹁
弔
魏
武
帝
⽂
⼀
⾸
竝
序
﹂︵
卷
六
⼗
︶ 

  
ま
こ
と
に
壯
觀
で
あ
る
︒
現
在
陸
機
の
作
品
と
さ
れ
る
も
の
は
︑
楊
明
﹃
陸
機
集
校
箋
﹄︵
２
︶
に
よ
れ
ば
︑
辭
賦
五
⼗
⼆
⾸
︑
詩
歌

百
⼆
⼗
七
⾸
︑
詩
賦
以
外
の
作
品
⼀
〇
七
⾸
を
數
え
る
︒
も
ち
ろ
こ
れ
は
斷
⽚
的
な
逸
⽂
を
含
む
︒
し
か
し
從
來
︑
陸
機
の
⽂
學
作
品

に
關
す
る
硏
究
は
︑
ほ
ぼ
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
︑
今
こ
こ
に
舉
げ
た
﹃
⽂
選
﹄
所
收
の
作
品
を
讀
み
解
く
こ
と
に
よ
�
て
成
り
⽴
�
て
い

る
︒
こ
の
こ
と
は
陸
機
と
い
う
⽂
⼈
に
對
す
る
評
價
が
す
で
に
六
朝
時
代
に
相
當
に
⾼
く
︑
し
か
も
衆
⽬
の
⼀
致
す
る
と
こ
ろ
ま
で
に

定
ま
�
て
い
た
こ
と
を
⽰
し
て
い
る
︒ 

 
こ
の
﹃
⽂
選
﹄
所
收
の
⼆
⼗
七
作
品
を
讀
め
ば
︑
陸
機
と
い
う
作
家
の
⽂
學
の
あ
り
よ
う
を
︑
お
お
よ
そ
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
︑

し
か
も
同
時
に
そ
れ
は
︑
六
朝
⽂
學
と
い
う
︑
中
國
古
代
⽂
學
史
上
の
極
め
て
重
要
な
典
型
を
︑
こ
の
⼀
⼈
の
作
家
の
作
品
群
に
よ
�

て
網
羅
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︵
３
︶︒ 

 
ま
た
︑
そ
の
﹁
典
型
﹂
と
い
う
⾔
葉
に
繋
げ
て
考
え
を
進
め
て
い
く
と
︑
こ
の
陸
機
⼆
⼗
七
作
品
は
︑
賦
あ
り
︑
詩
︵
四
⾔
詩
・
五

⾔
詩
︶
あ
り
︑
樂
府
や
漢
代
の
古
詩
に
な
ぞ
ら
え
た
﹁
擬
古
詩
﹂
あ
り
︑
六
朝
時
代
に
廣
汎
に
創
作
さ
れ
た
各
種
の
⽂
學
樣
式
を
ほ
ぼ

網
羅
し
て
い
る
と
⾔
え
る
︵
４
︶︒ 

中
で
も
筆
者
が
特
に
注
⽬
し
た
い
と
思
�
て
い
る
の
が
︑
右
の
作
品
表
の
終
盤
︑
詩
歌
作
品
の
後
に
續
く
︑
表
・
序
・
頌
・
論
・
連

珠
︵
四
六
駢
儷
體
で
綴
ら
れ
た
數
句
の
⽂
例
集
︶︑
そ
し
て
弔
⽂
と
い
�
た
各
種
の
實
⽤
的
な
散
⽂
作
品
で
あ
る
︒
再
び
掲
出
す
る
と
︑ 

 

﹁
謝
平
原
內
史
表
﹂︵
卷
三
⼗
七
︶…

…
…

表 

﹁
豪
⼠
賦
序
﹂︵
卷
四
⼗
六
︶…

…
…

…
…

序 

﹁
漢
⾼
祖
功
⾂
頌
﹂︵
卷
四
⼗
七
︶…

…
…

頌 
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﹁
辨
亡
論
上
下
⼆
⾸
﹂︵
卷
五
⼗
三
︶…

…

論 
﹁
五
等
諸
侯
論
﹂︵
卷
五
⼗
四
︶…

…
…

…
…

…

論 
﹁
演
連
珠
五
⼗
⾸
﹂︵
卷
五
⼗
五
︶…

…
…

連
珠 

﹁
弔
魏
武
帝
⽂
⼀
⾸
竝
序
﹂︵
卷
六
⼗
︶…

…
…

弔
⽂ 

 で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
作
品
に
つ
い
て
は
︑
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ま
で
に
も
幾
つ
か
の
分
析
硏
究
が
發
表
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
例
え
ば
﹁
弔

魏
武
帝
⽂
﹂
の
よ
う
に
︑﹃
三
國
志
﹄
を
め
ぐ
る
歷
史
硏
究
や
︑
魏
武
帝
曹
操
︵
⼀
五
五
1
⼆
⼆
〇
︶
に
對
す
る
歷
史
評
價
の
變
遷
を
考

え
る
際
の
資
料
と
し
て
は
著
名
で
あ
�
て
も
︑
こ
の
作
品
に
基
づ
い
た
作
者
陸
機
に
つ
い
て
の
硏
究
に
は
い
ま
だ
⼗
分
に
は
活
⽤
さ
れ

て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
︒ 

 
筆
者
が
こ
こ
に
執
筆
す
る
こ
の
硏
究
論
⽂
は
︑
こ
れ
ら
﹃
⽂
選
﹄
後
半
卷
所
收
の
散
⽂
作
品
を
主
な
硏
究
對
象
と
し
て
選
擇
し
︑
展

開
す
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
作
品
は
︑
從
來
盛
ん
に
硏
究
さ
れ
て
き
た
﹁
詩
⼈
﹂
と
し
て
の
陸
機
硏
究
の
缺
を
補
う
も
の
と
⾔
え

る
が
︑
ま
た
︑
こ
れ
ら
の
作
品
は
︑
⻄
晉
王
朝
に
仕
え
︑
實
際
に
そ
の
宮
廷
內
で
活
動
し
て
い
た
陸
機
當
⼈
の
⽣
な
ま
し
い
實
像
︵=

﹁
詩
⼈
﹂
と
し
て
の
評
價
の
み
に
留
ま
ら
な
い
陸
機
の
全
體
像
︶
を
と
ら
え
る
上
で
︑
重
要
な
作
品
群
だ
と
⾔
え
る
も
の
で
あ
る
︒ 

 
し
か
し
︑
い
ま
こ
こ
で
筆
者
を
惱
ま
せ
る
⼤
き
な
問
題
は
︑
こ
れ
ら
﹁
表
・
序
・
頌
・
論
・
連
珠
・
弔
⽂
﹂
等
の
作
品
群
を
う
ま
く

包
括
的
に
と
ら
え
る
⾔
葉
が
︑
明
確
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
昭
明
太
⼦
﹃
⽂
選
﹄
に
收
錄
さ
れ
る
﹁
賦
・
詩
﹂
以
外
の
も
の
︑

と
い
う
意
味
に
相
當
す
る
作
品
群
︒
多
く
は
宮
廷
內
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
實
⽤
的
な
作
品
群
︒
筆
者
は
假
り
に
こ
れ
を
﹁
史
傳

體
﹂
の
⽂
學
作
品
と
呼
ぶ
こ
と
と
し
た
い
︒
こ
の
﹁
史
傳
體
﹂︑
あ
る
い
は
﹁
史
傳
﹂
に
つ
い
て
︑
通
常
の
定
義
は
︑﹁
歷
史
書
の
中
の

⼈
物
傳
記
﹂
あ
る
い
は
﹁
歷
史
書
の
中
に
⽂
學
の
要
素
が
強
く
︑
⼈
物
像
の
描
く
こ
と
を
中
⼼
と
す
る
作
品
﹂
で
あ
る
︵
５
︶︒
た
だ
し
︑

吉
川
幸
次
郎
が
﹁
史
傳
の
⽂
學
﹂
に
お
い
て
⽰
唆
し
た
よ
う
に
︑
歷
代
の
歷
史
書
や
碑
誌
狀
傳
な
ど
史
傳
の
⽂
學
と
先
秦
諸
⼦
の
寓
話
・

漢
代
敘
述
的
な
賦
な
ど
史
傳
以
外
の
⽂
章
と
の
間
に
共
通
性
が
あ
る
︒
そ
れ
は
兩
者
と
も
に
⼀
つ
の
思
想
を
主
張
せ
ん
と
し
て
事
件
を

構
成
し
た
も
の
で
あ
る
︵
６
︶︒
た
だ
し
︑
史
傳
の
場
合
は
︑
實
在
の
事
件
︑
⼈
物
を
語
�
て
い
る
︒
本
論
⽂
で
は
︑
通
常
の
範
疇
を
さ

ら
に
廣
げ
︑
歷
史
に
關
す
る
實
⽤
的
な
作
品
も
含
め
て
﹁
史
傳
体
﹂
と
定
義
し
て
お
き
た
い
︒ 
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﹁
史
傳
體
⽂
學
﹂
の
作
品
は
︑
魏
晉
南
北
朝
⽂
學
に
お
い
て
か
な
り
の
分
量
を
占
め
て
お
り
︑﹃
⽂
選
﹄
で
は
卷
三
⼗
五
か
ら
卷
六
⼗

︵
胡
克
家
が
刊
刻
し
た
李
善
注
﹃
⽂
選
﹄
六
⼗
卷
を
座
標
と
す
れ
ば
︶
ま
で
に
設
け
ら
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
實
⽤
的
な
⽂
章
の
多
く

が
史
學
と
關
連
し
て
い
る
︒﹃
⽂
選
﹄
の
編
集
者
或
い
は
讀
者
は
こ
れ
ら
の
實
⽤
的
な
⽂
章
を
全
て
前
代
の
史
料
と
み
な
し
︑
こ
れ
ら
の

⽂
章
を
讀
む
こ
と
で
︑
⽂
章
の
美
し
さ
だ
け
で
は
な
く
︑
同
時
に
關
連
す
る
知
識
も
得
て
き
た
︒
ま
た
︑
內
容
的
な
視
點
か
ら
考
え
れ

ば
︑
史
學
と
關
連
す
る
⽂
章
は
︑
そ
の
繋
が
り
が
主
に
四
種
類
に
分
け
ら
れ
る
︒ 

 

・
第
⼀
種
は
史
籍
に
載
せ
ら
れ
た
公
⽂
書
で
あ
る
︒
皇
帝
か
ら
發
せ
ら
れ
た
詔
・
册
・
令
・
教
︑
ま
た
︑
⼤
⾂
か
ら
奉
ら
れ
た
表
や

上
奏
は
こ
の
⼀
類
に
屬
す
る
︒ 

・
第
⼆
種
は
歷
史
書
の
構
成
部
分
と
し
て
の
⽂
章
で
あ
る
︒﹃
⽂
選
﹄
は
歷
史
書
の
本
⽂
を
載
せ
な
い
が
︑
蕭
統
﹁
⽂
選
序
﹂
に
述
べ

た
よ
う
に
︑
史
書
中
の
各
紀
傳
の
後
の
﹁
贊
・
論
・
序
・
述
﹂
を
收
め
て
い
る
︵
７
︶︒
例
え
ば
︑
班
固
﹃
漢
書
﹄
卷
五
⼗
⼋
公
孫

弘
傳
の
末
尾
の
﹁
公
孫
弘
傳
贊
﹂
及
び
卷
⼀
百
敘
傳
の
中
の
﹁
述
⾼
祖
紀
贊
﹂・
范
曄
﹃
後
漢
書
﹄
卷
⼀
光
武
帝
紀
の
﹁
光
武
紀
贊
﹂・

同
卷
⼗
皇
后
紀
の
﹁
皇
后
紀
論
﹂
な
ど
は
こ
の
類
に
屬
す
る
︒ 

・
第
三
種
は
歷
史
上
の
⼈
物
︑
事
件
︑
制
度
に
基
づ
い
て
著
し
た
⽂
章
で
あ
る
︒
例
え
ば
賈
誼
の
﹁
過
秦
論
﹂
や
﹁
弔
屈
原
⽂
﹂︑
袁

宏
﹁
三
國
名
⾂
序
贊
﹂︑
曹
囧
﹁
六
代
論
﹂
な
ど
は
こ
の
類
に
屬
す
る
︒ 

・
第
四
種
は
作
者
が
當
代
の
⼈
物
︑
事
件
に
基
づ
い
て
著
し
た
⽂
章
で
あ
る
︒
班
固
﹁
封
燕
然
⼭
銘
﹂
や
曹
植
﹁
王
仲
宣
誄
﹂︑
蔡
邕

﹁
郭
林
宗
碑
⽂
﹂
な
ど
は
こ
の
類
に
屬
す
る
︒ 

か
か
る
特
徴
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
く
︑
ま
た
單
な
る
陸
機
の
個
⼈
の
創
作
趣
味
と
も
⾔
え
な
い
︒
中
國
古
典
の
學
術
の
流
れ
に
視

線
を
投
げ
れ
ば
︑
⻄
晉
時
期
は
ま
さ
に
⽂
學
及
び
史
學
が
各
々
⾃
覺
さ
れ
は
じ
め
た
時
期
で
あ
り
︑
陸
機
の
史
傳
體
⽂
學
の
創
作
を
こ

の
よ
う
な
⽂
學
と
史
學
の
﹁
⾃
覺
﹂
と
い
う
學
術
史
の
背
景
に
置
い
て
檢
討
す
る
必
要
が
あ
る
︒
ま
た
︑
陸
機
の
⽣
涯
及
び
仕
宦
經
歷
︑

時
代
の
政
治
動
向
な
ど
も
こ
れ
ら
の
史
傳
體
⽂
學
の
創
作
と
緊
密
に
つ
な
が
�
て
い
る
︒ 

こ
こ
で
あ
げ
た
七
⾸
の
作
品
に
つ
い
て
︑﹁
謝
平
原
內
史
表
﹂
は
晉
惠
帝
に
上
奏
す
る
⽂
書
で
あ
り
︑
第
⼀
種
に
屬
す
る
も
の
で
あ
る

と
⾔
え
よ
う
︒
漢
⾼
祖
の
功
⾂
を
稱
え
る
﹁
漢
⾼
祖
功
⾂
頌
﹂
や
︑
吳
の
滅
亡
を
檢
討
す
る
﹁
辨
亡
論
﹂︑
及
び
封
建
制
度
を
檢
討
す
る
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﹁
五
等
諸
侯
論
﹂︑
魏
の
武
帝
の
曹
操
を
弔
う
﹁
弔
魏
武
帝
⽂
﹂
な
ど
は
第
三
種
に
相
當
す
る
︒
⼋
王
の
亂
の
中
の
⿑
王
冏
を
⾵
刺
す
る

﹁
豪
⼠
賦
序
﹂
は
第
四
種
だ
と
⾔
え
よ
う
︒ 

こ
れ
ら
の
⽂
章
は
︑
例
え
ば
︑
陸
機
本
⼈
の
作
品
を
例
と
す
れ
ば
︑﹁
豪
⼠
賦
序
﹂﹁
辨
亡
論
上
下
﹂﹁
五
等
諸
侯
論
﹂
が
ま
さ
に
そ
う

で
あ
る
よ
う
に
︑
後
世
に
お
い
て
史
書
︵﹃
晉
書
﹄
卷
五
⼗
四
陸
機
傳
︶
に
收
錄
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
︑
⽂
學
作
品
と
し
て
鑒
賞
さ
れ
る

よ
り
は
︑
歷
史
記
錄
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
筆
者
が
思
う
に
︑
こ
れ
ら
史
傳
體
の
作
品
群
に
よ

�
て
こ
そ
︑
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
陸
機
當
⼈
の
⽣
な
ま
し
い
全
體
像
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
本

論
⽂
を
﹁
陸
機
史
傳
體
⽂
學
硏
究
﹂
と
名
づ
け
る
所
以
で
あ
る
︒ 

 

第
⼆
節  
陸
機
の
⼊
洛 

 

揔
轡
登
⻑
路 

 
 

轡た
づ
な

を
揔
り
て
⻑
路
に
登
り 

嗚
咽
辭
密
親 

 
 

嗚
咽
し
て
密
親
に
辭
す 

借
問
⼦
何
之 

 
 

借
問
す
 

⼦
は
何
く
に
之ゆ

く
か
と 

世
網
嬰
我
⾝ 

 
 

世
網
 
 
我
が
⾝
に
嬰ま

つ
は

る 

 
 

 
 

 
 

                             
︵
陸
機
﹁
赴
洛
道
中
作
⼆
⾸
﹂
其
⼀
︑﹃
⽂
選
﹄
卷
⼆
⼗
六
︶ 

   

紀
元
⼆
⼋
〇
年
︑
す
な
わ
ち
⻄
晉
の
咸
寧
六
年
三
⽉
⼗
五
⽇
︑
ま
た
孫
吳
の
天
紀
四
年
︑
成
都
よ
り
發
し
た
⿓
驤
將
軍
王
濬
の
軍
⼋

萬
が
︑
吳
の
都
の
建
業
に
⼊
�
た
︒
晉
軍
⼆
⼗
餘
萬
の
軍
勢
は
︑
東
の
徐
州
か
ら
⻄
の
益
州
ま
で
︑
戰
線
を
六
路
に
分
か
ち
︑
四
か
⽉

に
わ
た
り
奮
闘
し
た
が
︑
孫
吳
の
四
代
⽬
の
君
主
孫
皓
が
降
伏
し
︑
孫
權
の
建
國
以
來
︑
五
⼗
⼀
年
を
經
て
︑
つ
い
に
吳
の
國
は
滅
び
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た
︒
吳
の
滅
亡
に
よ
�
て
︑
三
國
時
代
は
︑
正
式
な
終
焉
を
意
味
し
︑
天
下
は
晉
王
朝
に
よ
り
統
⼀
さ
れ
た
︒
翌
⽉
︑
晉
武
帝
司
⾺
炎

は
年
號
を
﹁
太
康
﹂
と
改
元
し
︑
新
た
な
時
代
を
迎
え
た
︒
本
稿
の
硏
究
對
象
で
あ
る
陸
機
は
︑
ま
さ
に
こ
の
三
國
時
代
末
期
の
吳
國

に
成
⻑
し
︑
後
に
⻄
晉
の
⼤
⽂
豪
の
⼀
⼈
に
な
る
⼈
物
で
あ
る
︒ 

陸
機
は
の
舊
孫
吳
時
期
に
﹁
顧
・
陸
・
朱
・
張
﹂
⽒
と
稱
せ
ら
れ
た
四
⼤
豪
族
の
中
の
⼀
⾨
の
出
⾝
で
あ
る
︵
８
︶︒
祖
⽗
は
︑
三
國

時
代
の
名
將
陸
遜
︵
⼀
⼋
三
1
⼆
四
五
︶
で
あ
る
が
︑
既
に
⾚
烏
⼋
年
︵
⼆
四
五
︶
に
殁
し
て
い
た
︒
⽗
の
陸
抗
︵
⼆
⼆
六
1
⼆
七
四
︶

も
︑
對
晉
の
前
線
で
活
躍
し
た
名
將
で
あ
�
た
が
︑
吳
の
鳳
凰
三
年
︵
⼆
七
四
︶
に
江
陵
の
前
線
で
病
逝
し
て
し
ま
�
た
︒
陸
抗
が
亡

く
な
る
と
︑
⻄
晉
は
い
よ
い
よ
本
格
的
に
吳
を
滅
ぼ
す
こ
と
を
企
圖
し
始
め
た
︒﹃
三
國
志
﹄
吳
書
卷
五
⼗
⼋
陸
抗
傳
に
よ
る
と
︑
陸
抗

が
亡
く
な
�
た
後
︑
彼
の
部
曲
は
︑
息
⼦
の
陸
晏
・
陸
景
・
陸
⽞
・
陸
機
・
陸
雲
ら
に
分
配
し
て
繼
承
さ
れ
た
︒
⻑
男
の
陸
晏
は
陸
抗

の
爵
位
を
繼
承
し
て
裨
將
軍
・
夷
道
監
に
な
り
︑
次
男
の
陸
景
は
元
來
騎
都
尉
で
あ
り
︑
毗
陵
侯
に
封
ぜ
ら
れ
て
い
た
が
こ
の
時
偏
將

軍
・
中
夏
督
に
移
�
た
︒
陸
機
は
︑
こ
の
時
僅
か
⼗
四
歳
で
あ
�
た
の
で
⽛
⾨
將
軍
と
い
う
低
い
軍
職
に
就
い
た
︵
９
︶︒ 

兄
の
陸
晏
と
陸
景
が
戰
死
し
た
具
體
的
な
場
所
と
期
⽇
に
つ
い
て
︑﹃
三
國
志
﹄
吳
書
卷
五
⼗
⼋
陸
抗
傳
と
﹃
晉
書
﹄
卷
三
﹁
武
帝
紀
﹂

や
卷
四
⼗
⼆
王
濬
傳
で
は
︑
記
述
が
や
や
異
な
る
︒
結
局
︑
陸
晏
と
陸
景
は
︑
共
に
後
に
吳
平
定
の
戰
役
の
中
で
亡
く
な
�
た(

10)

︒ 

陸
機
に
つ
い
て
は
︑﹃
晉
書
﹄
や
﹃
⼋
王
故
事
﹄
に
記
載
さ
れ
る
︒
陸
機
は
戰
後
︑
故
鄉
で
⻑
い
間
勉
學
に
勵
ん
だ
の
ち
上
洛
し
た
と

す
る
︒
し
か
し
︑
魏
晉
南
北
朝
に
お
い
て
は
︑
唐
代
以
後
の
よ
う
な
政
府
筋
に
よ
る
史
書
編
纂
の
制
度
が
形
成
さ
れ
て
い
な
い
︒
そ
の

た
め
︑
こ
れ
ら
私
的
な
史
書
で
は
︑
同
⼀
の
こ
と
に
對
す
る
記
載
が
し
ば
し
ば
異
な
る
︒
各
史
書
の
記
載
が
異
な
る
た
め
︑
陸
機
の
⼊

洛
回
數
及
び
具
體
時
期
に
つ
い
て
も
異
說
が
あ
る
︒
ま
ず
︑
上
洛
回
數
に
つ
い
て
︑
陸
機
が
晉
王
朝
に
仕
え
る
ま
で
に
︑
⼀
回
說
と
⼆

回
說
が
あ
る
︒
ま
た
︑
後
述
す
る
が
︑
陸
機
が
⻄
晉
に
仕
え
る
こ
と
に
上
洛
の
時
點
に
も
異
說
が
あ
る
︒ 

陸
機
の
⼊
洛
の
回
數
に
つ
い
て
︑
諸
說
を
檢
討
し
よ
う
と
思
う
︒ 

⼀
回
說
に
つ
い
て
︑
中
國
で
姜
亮
夫
・
陸
侃
如
・
朱
晓
海
・
劉
運
好
な
ど
の
學
者
が
主
張
し
︑
⽇
本
に
お
い
て
は
興
膳
宏
・
佐
藤
利

⾏
ら
も
こ
れ
に
贊
同
し
て
い
る
︵
11
︶︒
そ
の
理
由
は
︑
主
に
﹃
三
國
志
﹄
裴
松
之
注
に
引
⽤
す
る
﹃
機
雲
別
傳
﹄
及
び
唐
太
宗
御
纂

﹃
晉
書
﹄
に
基
づ
い
て
い
る
︒ 
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晉
太
康
末
︑
俱
⼊
洛
︑
造
司
空
張
華
︑
華
⼀
⾒
⽽
奇
之
︑
⽈
︑﹁
伐
吳
之
役
︑
利
在
獲
⼆
儁
︒
﹂
遂
爲
之
延
譽
︑
薦
之
諸
公
︒ 

晉
の
太
康
末
︑
俱
に
⼊
洛
し
︑
司
空
張
華
に
造
り
︑
⼀
⾒
し
て
之
を
奇
と
し
て
︑
⽈
く
︑﹁
吳
を
伐
つ
役
︑
利
は
⼆
儁
を
獲
る
に

在
り
﹂
と
︒
遂
に
之
の
爲
に
延
譽
し
︑
之
を
諸
公
に
薦
む
︒ 

︵﹃
機
雲
別
傳
﹄︑﹃
三
國
志
﹄卷
五
⼗
⼋
陸
抗
傳
︑
裴
松
之
注
所
引
︶ 

 

年
⼆
⼗
⽽
吳
滅
︒
退
居
舊
⾥
︑
閉
⾨
勤
學
︑
積
有
⼗
年…
…

⾄
太
康
末
︑
與
弟
雲
俱
⼊
洛
︒ 

︵
陸
機
は
︶
年
⼆
⼗
に
し
て
吳
滅
ぶ
︒
退
き
て
舊
⾥
に
居
り
︑
⾨
を
閉
じ
て
學
に
勤
し
み
︑
積
み
て
⼗
年
有
り
︒…

…

太
康
の

末
に
⾄
り
︑
弟
雲
と
俱
に
⼊
洛
す
︒
 
 
 
  

︵﹃
晉
書
﹄
卷
五
⼗
四
陸
機
傳
︶ 

 

﹃
機
雲
別
傳
﹄
に
せ
よ
︑
唐
代
﹃
晉
書
﹄
に
せ
よ
︑
い
ず
れ
も
陸
機
の
上
洛
を
⼀
回
し
か
記
載
し
な
い
の
で
︑
こ
れ
ま
で
主
張
者
が

最
も
多
か
�
た
︒ 

次
に
︑
⼆
回
說
に
つ
い
て
︑
史
料
に
記
載
さ
れ
な
い
が
︑
朱
東
潤
が
は
じ
め
て
主
張
し
︑
後
に
陳
莊
・
傅
剛
・
俞
⼠
玲
・
楊
明
な
ど

の
贊
同
を
得
た
︵
12
︶︒
そ
の
主
要
な
證
據
は
﹃
⽂
館
詞
林
﹄
卷
⼀
五
⼆
・﹃
陸
⼠
⿓
集
﹄
卷
⼀
・﹃
藝
⽂
類
聚
﹄
卷
⼆
⼗
⼀
・﹃
古
詩
紀
﹄

卷
三
⼗
五
に
收
め
ら
れ
る
﹁
與
弟
清
河
雲
﹂︵
13
︶
詩
で
あ
る
︒
史
書
は
吳
平
定
後
の
陸
機
の
經
歷
を
叙
述
し
て
い
な
い
が
︑
こ
の
詩

の
序
か
ら
︑
陸
抗
が
殁
し
た
後
の
經
歷
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
︒
序
⽂
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
︒ 

 

余
夙
年
早
孤
︑
與
弟
⼠
⿓
︑
銜
恤
喪
庭
︒
續
忝
末
緒
︑
墨
絰
即
戎
︒
時
竝
縈
髮
︑
悼
⼼
告
別
︒
漸
蹈
⼋
載
︑
家
邦
顛
覆
︑
凡
厥
同

⽣
︑
凋
落
殆
半
︒
收
跡
之
⽇
︑
感
物
興
哀
︒
⽽
⼠
⿓
⼜
先
在
⻄
︑
時
迫
當
祖
送
⼆
昆
︑
不
容
逍
遙
︒
銜
痛
東
徂
︑
遺
情
慘
愴
︑
故

作
是
詩
以
寄
其
哀
苦
焉
︒ 

余
は
夙
年
に
し
て
早
く
孤
た
り
︑
弟
の
⼠
⿓
と
與
に
︑
恤
ひ
を
喪
庭
に
銜ふ

く

む
︒
續
き
て
末
緒
を
忝

か
た
じ
け
な

く
し
︑
墨
絰
し
て
戎
に
即
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け
り
︒
時
に
竝
び
に
縈
髮
し
て
︑
⼼
を
悼
め
て
別
れ
を
告
ぐ
︒
漸
く
⼋
載
を
蹈
へ
︑
家
邦
は
顛
覆
し
︑
凡
そ
厥
の
同
⽣
︑
凋
落

殆
ど
半
ば
な
り
︒
收
跡
の
⽇
︑
物
に
感
じ
て
哀
し
み
を
興
す
︒
⽽
し
て
⼠
⿓
は
⼜
た
先
に
⻄
に
在
り
︑
時
に
當
に
⼆
昆
を
祖
送

す
べ
き
を
迫
ら
れ
︑
逍
遙
す
る
を
容ゆ

る

さ
れ
ず
︒
痛
を
銜
ん
で
東
に
徂
き
︑
情
を
遺
し
て
慘
愴
し
︑
故
に
是
の
詩
を
作
り
て
以
て

其
の
哀
苦
を
寄
す
な
り
︒ 

︵
陸
機
﹁
與
弟
清
河
雲
⼀
⾸
﹂︑﹃
⽂
館
詞
林
﹄
卷
⼀
五
⼆
︶ 

 

陸
抗
が
殁
し
た
後
に
︑
弟
の
陸
雲
と
共
に
喪
中
に
⽗
親
の
部
曲
を
繼
承
し
た
が
︑
陸
機
が
⻄
の
前
線
に
赴
い
た
の
で
︑
⼆
⼈
は
や
む

を
得
ず
分
け
た
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
こ
の
詩
が
作
ら
れ
た
時
ま
で
に
⼋
年
が
經
過
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒ 

前
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
陸
抗
は
鳳
凰
三
年
︵
⼆
七
四
︶
に
殁
し
た
︒
そ
の
⼋
年
後
と
す
る
と
︑
太
康
⼆
年
︵
⼆
⼋
⼀
︶
に
な
る
︒
し

か
し
︑
吳
の
平
定
は
太
康
元
年
で
あ
る
︒
こ
の
⼀
年
の
間
に
⼀
體
何
が
起
こ
�
た
の
か
︒
前
掲
注
︵
12
︶
朱
東
潤
は
︑
陸
機
が
捕
虜
と

な
�
た
と
想
定
し
た
︒
さ
ら
に
傅
剛
は
︑
洛
陽
に
捕
ら
れ
て
い
た
と
具
體
化
し
た
︒
と
す
る
と
︑
陸
機
は
太
康
元
年
に
既
に
捕
虜
と
し

て
⼊
洛
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
現
在
既
に
︑
こ
の
說
が
主
流
と
な
�
て
い
る
︒
筆
者
も
こ
の
說
に
贊
同
す
る
︒ 

 
以
上
︑
陸
機
が
⼊
洛
の
回
數
に
つ
い
て
の
主
要
な
諸
說
を
簡
單
に
整
理
し
た
︒
ほ
か
の
說
も
あ
る
が
︑
證
據
が
少
な
く
︑
主
張
者
も

少
な
い
の
で
︑
こ
こ
で
は
省
略
す
る
︵
14
︶︒ 

ま
た
︑陸
機
が
正
式
に
⻄
晉
に
仕
え
る
た
め
に
上
洛
し
た
時
期
に
關
す
る
諸
說
も
紹
介
し
て
お
き
た
い
︒主
に
太
康
五
年︵
⼆
⼋
四
︶

說
︑
太
康
⼗
年
︵
⼆
⼋
九
︶
說
︑
太
熙
元
年
︵
⼆
九
〇
︶
說
︑
元
康
元
年
︵
⼆
九
⼀
︶
說
︑
元
康
⼆
年
說
の
五
つ
に
分
け
ら
れ
る
︒ 

ま
ず
︑
太
康
五
年
說
は
︑
前
掲
⾼
橋
和
⺒
に
よ
る
も
の
で
︑
陸
機
が
太
康
五
年
︵
⼆
⼋
四
︶
に
單
⾝
⼊
洛
す
る
こ
と
が
あ
�
た
と
假

定
し
た
︵
15
︶︒
そ
の
理
由
は
﹃
南
史
﹄
卷
⼗
三
劉
義
康
傳
に
あ
る
︒
劉
宋
時
代
に
︑
袁
淑
が
彭
城
王
劉
義
康
を
訪
ね
︑
劉
義
康
に
⾃
分

の
年
齡
を
問
わ
れ
た
︒
ま
ず
︑
後
漢
の
鄧
禹
の
典
故
を
⽤
い
て
︑﹁
鄧
仲
華
の
袞
に
拜
す
る
歲
︵
鄧
仲
華
拜
袞
之
歲
︶﹂
と
答
え
た
が
︑

劉
義
康
が
わ
か
ら
な
か
�
た
︒
そ
こ
で
︑
袁
淑
は
陸
機
の
典
故
を
借
り
て
︑﹁
陸
機
⼊
洛
の
年
︵
陸
機
⼊
洛
之
年
︶﹂
と
答
え
た
︵
16
︶︒

鄧
禹
が
三
公
︵
拜
袞
︶
に
な
�
た
の
は
︑
⼆
⼗
四
歳
で
あ
�
た
︒
だ
と
す
る
と
︑
陸
機
は
⼆
⼗
四
歳
︑
即
ち
太
康
五
年
︵
⼆
⼋
四
︶
に
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⼊
洛
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
說
は
他
に
證
據
が
な
く
︑
贊
同
す
る
⼈
も
多
く
な
か
�
た
︒ 

 
つ
ぎ
に
︑
太
康
⼗
年
說
を
紹
介
し
よ
う
︒
主
な
證
據
は
︑
前
掲
﹃
機
雲
別
傳
﹄
の
﹁
晉
の
太
康
末
に
︑
俱
に
⼊
洛
し
﹂
と
あ
り
︑
唐

代
﹃
晉
書
﹄
の
陸
機
本
傳
﹁
太
康
の
末
に
⾄
り
︑
弟
雲
と
俱
に
⼊
洛
す
︵
⾄
太
康
末
︑
與
弟
雲
俱
⼊
洛
︶﹂
と
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

な
る
︒
主
張
者
に
は
前
掲
の
朱
東
潤
・
姜
亮
夫
・
陸
侃
如
・
沈
⽟
成
・
劉
運
好
・
興
膳
宏
・
佐
藤
利
⾏
な
ど
が
い
る
︒﹃
晉
書
﹄
本
傳
の

記
載
に
從
え
ば
︑
陸
機
が
上
洛
し
た
動
機
は
仕
官
す
る
た
め
で
あ
�
た
︒
上
洛
後
︑
張
華
を
訪
ね
て
︑
張
華
の
⻘
眼
に
惠
ま
れ
て
官
職

に
就
く
こ
と
が
で
き
た
︒ 

 
第
三
說
︑
太
熙
元
年
︵
⼆
九
〇
︶
說
の
論
據
は
臧
榮
緒
﹃
晉
書
﹄
及
び
﹃
世
說
新
語
﹄
尤
悔
篇
劉
孝
標
注
に
引
⽤
さ
れ
た
﹃
⼋
王
故

事
﹄
の
記
載
で
あ
る
︒ 

 

年
⼆
⼗
⽽
吳
滅
︒
退
臨
舊
⾥
︑
與
弟
雲
勤
學
︑
積
⼗
⼀
年
︒
譽
流
京
華
︑
聲
溢
四
表
︒
被
徵
爲
太
⼦
洗
⾺
︑
與
弟
雲
俱
⼊
洛
︒ 

年
⼆
⼗
に
し
て
吳
滅
ぶ
︒
退
き
て
舊
⾥
に
臨
み
︑
弟
雲
と
學
に
勤
し
み
︑
積
み
て
⼗
⼀
年
︒
譽
は
京
華
に
流
れ
︑
聲
は
四
表
に

溢
る
︒
徵
せ
ら
て
太
⼦
洗
⾺
と
爲
り
︑
弟
雲
と
俱
に
⼊
洛
す
︒ 

︵
臧
榮
緒
﹃
晉
書
﹄
陸
機
傳
︑﹃
⽂
選
﹄
卷
⼗
七
﹁
⽂
賦
﹂
李
善
注
所
引
︶ 

  

臧
榮
緒
﹃
晉
書
﹄
に
は
︑
唐
代
の
﹃
晉
書
﹄
に
あ
る
﹁
太
康
末
﹂
の
三
字
が
な
い
︒
ま
た
︑﹁
⼗
年
﹂
を
﹁
⼗
⼀
年
﹂
と
記
載
し
て
い

る
︒
他
⽅
︑﹃
世
說
新
語
﹄
尤
悔
篇
は
﹁
⼗
餘
年
﹂
と
記
す
︒ 

 

華
亭
︑
吳
由
拳
縣
郊
外
墅
也
︒
有
清
泉
茂
林
︑
陸
機
兄
弟
共
遊
於
此
⼗
餘
年
︒ 

華
亭
︑
吳
の
由
拳
縣
郊
外
の
墅
な
り
︒
清
泉
茂
林
有
り
︑
陸
機
兄
弟
共
に
此
に
遊
ぶ
こ
と
⼗
餘
年
な
り
︒ 

︵﹃
⼋
王
故
事
﹄︑﹃
世
說
新
語
﹄
尤
悔
篇
劉
孝
標
所
引
︶ 

 

そ
も
そ
も
﹁
⼗
年
﹂
あ
る
い
は
﹁
⼗
餘
年
﹂
は
槪
數
の
可
能
性
が
存
在
す
る
︒
し
か
し
︑
⼗
⼀
年
は
確
實
な
數
字
で
あ
ろ
う
︒
こ
こ
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か
ら
機
械
的
に
計
算
す
れ
ば
︑
陸
機
の
⼊
洛
時
期
は
太
熙
元
年
︵
⼆
九
〇
︶
に
な
る
︒
こ
の
說
を
主
張
す
る
學
者
は
多
く
な
い
︒
劉
汝

霖
・
曹
道
衡
で
あ
る
︵
17
︶︒
こ
の
說
に
對
應
す
る
陸
機
の
上
洛
要
因
は
︑
當
時
の
宰
相
楊
駿
の
召
致
と
す
る
︒
太
熙
元
年
は
晉
武
帝

司
⾺
炎
最
後
の
年
號
で
あ
る
︒
こ
の
年
の
四
⽉
⼰
⾣
︵
⼆
⼗
⽇
︶
に
武
帝
が
崩
御
し
︑
即
⽇
惠
帝
が
即
位
し
た
︒
五
⽉
⾟
未
︵
⼗
三
⽇
︶

に
晉
武
帝
の
葬
儀
が
終
わ
る
や
︑
楊
太
后
の
⽗
楊
駿
は
︑
尉
か
ら
太
傅
に
遷
り
︑
政
權
を
⼀
舉
に
掌
握
し
た
︒
陸
機
は
︑
楊
駿
の
召
致

に
應
じ
て
上
洛
し
た
︒ 

潘
岳
﹁
爲
賈
謐
作
贈
陸
機
⼀
⾸
﹂︵﹃
⽂
選
﹄
卷
⼆
⼗
四
︶
の
﹁
爰
に
旌
の
招
き
に
應
へ
て
︑
翼
を
宰
の
庭
に
撫
へ
り
︵
爰
應
旌
招
︑

撫
翼
宰
庭
︶﹂
に
對
し
︑
李
善
は
臧
榮
緒
﹃
晉
書
﹄
よ
り
﹁
太
熙
の
末
︑
太
傅
楊
駿
は
機
を
辟
し
て
祭
酒
と
爲
す
︵
太
熙
末
︑
太
傅
楊
駿

辟
機
爲
祭
酒
︶﹂
の
⼀
句
を
引
⽤
し
て
﹁
宰
と
は
駿
を
謂
う
な
り
︵
宰
謂
駿
也
︶﹂
と
解
釋
し
た
︒
こ
れ
は
︑
陸
機
の
﹁
詣
吳
王
表
﹂︵﹃
太

平
御
覽
﹄
卷
⼆
百
四
⼗
⼋
︶
に
も
﹁
⾂
は
本
と
吳
⼈
な
り
︑
靖
ん
じ
て
海
の
隅
に
居
り
︑
朝
廷
は
遠
⼈
を
抽
引
し
︑
遐
外
を
綏
慰
せ
ん

と
欲
し
︑
故こ

太
傅
の
辟
す
所
な
り (
⾂
本
吳
⼈
︑
靖
居
海
隅
︑
朝
廷
欲
抽
引
遠
⼈
︑
綏
慰
遐
外
︑
故
太
傅
所
辟)

﹂
と
⼀
致
し
て
い
る
︒ 

元
康
元
年
︵
⼆
九
⼀
︶
說
に
つ
い
て
︑
主
張
す
る
學
者
は
朱
曉
海
︑
楊
明
な
ど
が
い
る
︒
楊
明
は
太
熙
元
年
に
作
ら
れ
た
︑
陸
機
の

﹁
赴
洛
道
中
作
﹂
詩
を
參
照
し
て
︑
春
の
⾵
景
で
あ
る
の
で
︑
楊
駿
の
召
致
は
太
熙
元
年
年
末
で
あ
る
が
︑
陸
機
の
上
洛
は
翌
年
の
春

に
な
る
と
說
く
︒
筆
者
も
こ
の
說
に
贊
同
す
る
︒
陸
機
は
太
傅
楊
駿
の
召
致
に
よ
�
て
︑
上
洛
し
た
︒
ま
た
︑
陸
機
の
最
初
の
官
位
は
︑

楊
駿
の
太
傅
祭
酒
で
あ
�
た
が
︑
翌
年
の
永
平
元
年
︵
⼆
九
⼀
︶
三
⽉
︑
楊
駿
は
ク
Ñ
デ
タ
Ñ
で
殺
さ
れ
た
︒
こ
の
時
︑
楊
駿
の
黨
徒

三
千
餘
⼈
が
殺
さ
れ
た
︒
陸
機
が
殺
さ
れ
な
か
�
た
の
は
︑
實
際
に
太
傅
祭
酒
と
し
て
⼊
洛
し
て
い
な
か
�
た
故
で
あ
る
と
さ
れ
る
︒ 

元
康
⼆
年
︵
⼆
九
⼆
︶
說
は
︑﹃
太
平
御
覽
﹄
卷
六
百
三
⼗
四
に
收
め
ら
れ
る
陸
機
﹁
思
歸
賦
序
﹂
を
主
な
證
據
と
し
て
い
る
︒ 

 

   

余
牽
役
京
室
︑
去
家
四
載
︒
以
元
康
六
年
冬
取
急
歸
︑
⽽
羌
虜
作
亂
︑
王
師
外
征
︒
機
興
憤
⽽
成
篇
︒ 

  

   

余
役
を
京
室
に
牽
ぎ
︑
家
を
去
り
て
四
載
な
り
︒
以
て
元
康
六
年
冬
に
急
を
取
り
て
歸
る
に
︑
羌
虜
亂
を
作な

し
︑
王
師
外
征
す
︒

機
憤
を
興
し
て
篇
を
成
す
︒ 
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︵
陸
機
﹁
思
歸
賦
序
﹂︑﹃
太
平
御
覽
﹄
卷
六
三
四
︶ 

 
こ
の
序
の
中
に
﹁
家
を
去
り
て
四
載
な
り
﹂
の
⼀
語
か
ら
︑
機
械
的
に
計
算
す
れ
ば
︑
元
康
⼆
年
に
な
る
︒
こ
の
說
は
前
掲
の
陳
莊

が
唱
え
は
じ
め
︑
蔣
⽅
・
俞
⼠
玲
ら
に
引
き
繼
が
れ
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
﹁
思
歸
賦
序
﹂
の
﹁
牽
役
京
室
︑
去
家
四
載
﹂
と
い
う
⼋
⽂

字
は
該
當
作
品
を
收
め
る
﹃
藝
⽂
類
聚
﹄︑﹃
漢
魏
六
朝
百
三
家
集
﹄︑﹃
陸
機
集
﹄
に
も
⾒
え
な
い
た
め
︑
姜
亮
夫
・
曹
道
衡
ら
は
︑
こ

の
句
の
信
憑
性
を
疑
�
て
い
る
︒ 

以
上
の
五
說
の
う
ち
︑
第
四
の
太
熙
元
年
說
が
最
も
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
で
は
︑
陸
機
は
⼊
洛
後
︑
い
か
な
る
境
遇
に

あ
�
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
陸
機
の
⼊
洛
契
機
は
︑
太
傅
楊
駿
が
陸
機
を
祭
酒
の
職
に
任
じ
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
る
︒
し
か
し
︑
陸
機

が
い
ま
だ
そ
の
職
に
つ
か
ぬ
う
ち
に
︑
楊
駿
が
ク
Ñ
デ
タ
Ñ
で
殺
さ
れ
た
︒
楊
駿
⼀
族
が
誅
殺
さ
れ
た
際
︑
三
千
餘
⼈
が
卷
き
添
え
と

な
�
た
︒
か
の
潘
岳
も
當
時
楊
駿
の
幕
僚
で
あ
り
︑
こ
の
と
き
殺
さ
れ
て
し
ま
�
た
︵
18
︶︒ 

陸
機
に
と
�
て
初
め
て
の
正
式
な
官
職
は
太
⼦
洗
⾺
で
あ
る
︒
太
安
⼆
年
︵
三
〇
三
︶
に
陸
機
が
作
成
し
た
﹁
謝
平
原
內
史
表
﹂
の

中
で
︑
惠
帝
朝
前
期
の
仕
宦
歷
を
簡
潔
に
述
べ
て
い
る
︒ 

 

   

⾂
本
吳
⼈
︑
出
⾃
敵
國
︒
世
無
先
⾂
宣
⼒
之
效
︑
才
⾮
丘
園
耿
介
之
秀
︒
皇
澤
廣
被
︑
惠
濟
無
遠
︒
擢
⾃
羣
萃
︑
累
蒙
榮
進
︒
⼊

朝
九
載
︑
歷
官
有
六
︑
⾝
登
三
閣
︑
官
成
兩
宮
︒ 

     

⾂
は
本
と
吳
の
⼈
︑
敵
國
よ
り
出
ず
︒
世
々
先
⾂
⼒
を
宣
ぶ
る
の
效
無
く
︑
才 

丘
園
耿
介
の
秀
に
⾮
ず
︒
皇
澤
廣
く
被
ひ
︑
惠

濟
遠
き
こ
と
無
し
︒
羣
萃
よ
り
擢
ん
で
ら
れ
︑
累か

さ

ね
て
榮
進
を
蒙
る
︒
朝
に
⼊
り
て
九
載
︑
官
を
歷
る
こ
と
有
六
︑
⾝
は
三
閣

に
登
り
︑
官
は
兩
宮
に
成
る
︒ 

︵
陸
機
﹁
謝
平
原
內
史
表
﹂︑﹃
⽂
選
﹄
卷
三
⼗
七
︶ 

 

陸
機
は
こ
こ
で
⾃
分
の
歷
任
し
た
官
職
を
六
つ
だ
と
舉
げ
て
い
る
︒
陸
機
の
官
職
に
つ
い
て
︑
李
善
注
は
臧
榮
緒
﹃
晉
書
﹄
を
引
⽤
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し
て
﹁
太
傅
祭
酒
︑
太
⼦
洗
⾺
︑
吳
王
郎
中
令
︑
尚
書
中
兵
郎
︑
尚
書
殿
中
郎
︑
著
作
郎
︑
相
國
參
軍
︑
中
書
⿈
⾨
郎
﹂
の
⼋
職
を
舉

げ
て
お
り
︑
數
が
合
わ
な
い
︒
故
に
こ
の
六
つ
の
官
職
に
つ
い
て
︑
諸
說
が
あ
る
︒
例
え
ば
︑
楊
明
が
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
太
傅
祭
酒

は
太
傅
楊
駿
が
授
け
た
官
職
で
あ
り
︑
相
國
參
軍
は
丞
相
司
⾺
倫
が
招
い
た
官
職
で
あ
り
︑
と
も
に
﹁
⼊
朝
﹂
と
は
⾔
え
な
い
︒
六
つ

⽬
の
官
職
は
中
書
郎
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
︵
19
︶︒
で
は
︑
こ
れ
ら
六
つ
の
官
職
の
在
任
狀
況
を
紹
介
し
よ
う
︒ 

ま
ず
︑
太
⼦
洗
⾺
に
つ
い
て
は
︑
先
⾏
硏
究
で
も
異
論
が
あ
る
︒
前
掲
諸
說
の
う
ち
︑
姜
亮
夫
は
﹃
晉
書
﹄
本
傳
に
よ
り
元
康
元
年

か
ら
元
康
三
年
ま
で
の
⼆
年
間
と
考
え
て
い
る
︒
佐
藤
利
⾏
も
こ
の
說
に
從
�
て
い
る
︒
ま
た
︑
興
膳
宏
は
︑
元
康
元
年
か
ら
元
康
四

年
と
し
た
︒楊
明
は
元
康
元
年
年
末
か
ら
元
康
四
年
末
と
精
し
く
確
定
し
た
︒筆
者
は
元
康
元
年
か
ら
元
康
四
年
ま
で
に
贊
同
し
た
い
︒

た
だ
し
︑
詳
細
な
時
期
に
つ
い
て
は
︑
楊
明
の
說
と
や
や
異
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
︒ 

楊
明
は
陸
機
が
太
⼦
洗
⾺
に
な
る
時
期
を
︑
元
康
元
年
末
の
こ
と
と
論
じ
る
が
︑
筆
者
は
當
年
の
夏
︑
ま
た
秋
か
ら
だ
と
考
え
る
︒

陸
機
﹁
皇
太
⼦
清
宴
詩
序
﹂︵﹃
北
堂
書
鈔
﹄
卷
六
⼗
六
︶
に
﹁
元
康
四
年
の
秋
︑
余
は
太
⼦
洗
⾺
を
以
て
出
て
吳
王
郎
中
を
補
う
︵
元

康
四
年
秋
︑
余
以
太
⼦
洗
⾺
出
補
吳
王
郎
中
︶﹂
と
記
し
︑
陸
機
﹁
吳
王
郎
中
時
從
梁
陳
作
﹂︵﹃
⽂
選
﹄
卷
⼆
⼗
六
︶
の
中
に
﹁
誰
か
謂

は
ん
事
に
伏
す
る
こ
と
淺
し
と
︑
契
闊
し
て
三
年
を
踰
え
た
り
︵
誰
謂
伏
事
淺
︑
契
闊
踰
三
年
︶﹂
と
記
す
た
め
で
あ
る
︒
兩
者
を
考
え

合
わ
せ
る
と
︑
元
康
四
年
秋
︑
吳
王
郎
中
令
に
遷
る
ま
で
︑
太
⼦
洗
⾺
と
し
て
三
年
以
上
仕
え
て
い
た
︒
こ
こ
か
ら
逆
算
す
る
と
︑
元

康
元
年
夏
か
ら
秋
の
頃
に
は
東
宮
で
仕
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
︵
20
︶︒ 

﹃
晉
書
﹄
卷
五
⼗
四
陸
機
傳
に
﹁
駿
の
誅
せ
ら
る
る
に
會
ひ
︑
累
ね
て
太
⼦
洗
⾺
︑
著
作
郎
に
遷
す
︵
會
駿
誅
︑
累
遷
太
⼦
洗
⾺
︑

著
作
郎
︶﹂
と
記
し
︑
臧
榮
緒
﹃
晉
書
﹄
に
﹁
太
熙
末
︑
太
傅
楊
駿
は
機
を
辟
し
て
祭
酒
と
爲
す
︒
駿
は
誅
さ
れ
︑
徵
し
て
太
⼦
洗
⾺
と

爲
す
︒︵
太
熙
末
︑
太
傅
楊
駿
辟
機
爲
祭
酒
︒
駿
誅
︑
徵
爲
太
⼦
洗
⾺
︶﹂︵
21
︶︒
⽮
⽥
博
⼠
と
楊
明
は
︑
陸
機
が
太
⼦
洗
⾺
に
な
れ
た

の
は
張
華
と
關
係
が
あ
る
と
推
測
し
た
︵
22
︶︒
も
し
楊
⽒
の
推
測
が
成
⽴
す
る
な
ら
︑
張
華
が
陸
機
を
太
⼦
洗
⾺
に
拔
擢
し
た
の
は

六
⽉
以
後
︑
秋
ま
で
の
は
ず
で
あ
る
︒ 

太
⼦
洗
⾺
は
︑
陸
機
に
と
�
て
最
も
在
任
期
間
が
⻑
か
�
た
官
職
で
あ
る
︒
當
時
朝
廷
の
輿
論
は
皇
太
⼦
司
⾺
遹
に
⼤
き
な
期
待
を

抱
い
て
い
た
︒
陸
機
も
こ
の
時
期
相
當
な
數
の
作
品
を
創
作
し
た
は
ず
で
あ
る
︒
現
存
す
る
陸
機
の
作
品
の
う
ち
︑
明
確
に
こ
の
時
期

に
創
作
し
た
と
さ
れ
る
作
品
は
多
く
な
い
︒
故
に
先
⾏
硏
究
の
中
で
も
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
�
た
︒
次
節
に
︑
⽇
本
に
お
け
る
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こ
れ
ま
で
の
陸
機
硏
究
を
紹
介
す
る
︒ 

 

第
三
節
 
⽇
本
に
お
け
る
陸
機
硏
究 

 

⼆
⼗
世
紀
以
來
の
⽇
本
に
お
け
る
陸
機
硏
究
は
中
國
ほ
ど
多
く
は
な
い
も
の
の
︑
六
朝
⽂
學
硏
究
全
體
に
お
い
て
は
相
當
な
分
量
を

占
め
て
い
る
︒
⽇
本
の
陸
機
硏
究
は
地
⽅
に
よ
�
て
︑
硏
究
活
動
を
⾏
う
時
期
及
び
注
⽬
點
が
異
な
�
て
い
る
︒
⼤
ま
か
に
京
都
⼤
學

を
中
⼼
と
す
る
關
⻄
地
⽅
︑
及
び
京
都
⼤
學
に
源
を
遡
れ
る
廣
島
⼤
學
︑
九
州
⼤
學
を
中
⼼
と
す
る
中
國
・
九
州
地
⽅
︑
ま
た
東
北
⼤

學
︑
筑
波
⼤
學
︑
早
稲
⽥
⼤
學
︑
⼆
松
學
舎
⼤
學
な
ど
⼤
學
が
所
在
す
る
關
東
︑
東
北
地
⽅
︑
と
い
う
三
つ
の
地
域
に
分
け
ら
れ
る
︒

以
下
各
々
の
硏
究
歷
史
及
び
硏
究
特
點
を
紹
介
し
よ
う
と
思
う
︒ 

⽇
本
の
陸
機
硏
究
は
現
在
の
京
都
⼤
學
を
濫
觴
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
狩
野
直
喜
﹃
魏
晉
學
術
考
﹄
の
中
に
︑
⻄
晉
の
⽂
學

に
つ
い
て
︑
⽺
祜
︑
李
密
︑
杜
預
︑
張
華
︑
陸
機
︑
陸
雲
︑
左
思
を
紹
介
し
て
お
り
︑
陸
機
の
﹁
辨
亡
論
﹂︑﹁
弔
魏
武
帝
⽂
﹂︑﹁
⽂
賦
﹂︑

擬
古
の
樂
府
や
詩
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
︵
23
︶︒
⼀
九
五
〇
年
代
に
⼊
�
て
京
都
⼤
學
中
國
⽂
學
會
﹃
中
國
⽂
學
報
﹄
を
中
⼼
と
し

て
︑
漢
魏
六
朝
に
つ
い
て
の
⽂
學
硏
究
が
盛
ん
に
な
�
て
い
る
︒
陸
機
の
硏
究
も
そ
こ
か
ら
發
し
て
い
た
︒
ア
メ
リ
カ
籍
の
華
⼈
學
者

陳
世
驤
﹁
陸
機
の
⽣
涯
と
⽂
賦
製
作
の
正
確
年
代
﹂
の
⼀
⽂
が
⼀
海
知
義
に
よ
�
て
譯
さ
れ
た
︵
24
︶︒ 

陳
世
驤
が
陸
雲
の
陸
機
に
與

え
た
書
簡
の
第
⼋
通
︵﹁
省
諸
賦
︑
皆
有
⾼
⾔
絕
典
﹂
の
⼀
通
︶
に
よ
�
て
︑
陸
機
は
⻄
曆
三
〇
〇
年
︑
四
⼗
歳
の
際
に
︑
つ
ま
り
⼋
王

の
亂
を
發
⽣
し
た
年
に
︑
ク
Ñ
デ
タ
Ñ
後
の
陰
慘
な
時
代
⾵
潮
の
中
で
︑
天
才
の
苦
悶
︑
そ
し
て
絶
望
を
表
現
し
︑﹁
⽂
賦
﹂
を
作
�
た

と
主
張
し
て
い
る
︒
こ
の
論
⽂
と
同
年
に
發
表
さ
れ
た
逯
欽
⽴
の
﹁﹁
⽂
賦
﹂
撰
出
年
代
考
﹂︵﹃
學
原
﹄
⼆
卷
⼀
期
︑
⼀
九
四
⼋
年
︶
⼀

⽂
も
ほ
ぼ
同
じ
結
論
を
持
�
て
い
る
︒
こ
の
說
は
後
に
多
く
の
贊
同
を
得
て
い
る
︒
中
國
で
は
︑
主
に
逯
欽
⽴
の
影
響
が
強
い
が
︑
⽇

本
で
は
陳
⽒
の
影
響
が
⼤
き
か
�
た
︒ 

陳
⽒
の
譯
⽂
を
發
表
し
た
⼆
年
後
︑
⼀
海
知
義
は
﹁
⽂
選
挽
歌
詩
考
﹂
を
發
表
し
て
い
る
︒
陸
機
の
﹁
挽
歌
詩
﹂
三
⾸
を
中
⼼
に
︑

魏
晉
南
北
朝
の
繆
襲
︑
傅
⽞
︑
陸
機
︑
陶
淵
明
の
挽
歌
と
形
式
上
で
は
三
⾸
連
作
︑
內
容
上
で
は
⼈
間
の
死
⼀
般
を
對
象
と
す
る
︑
と

い
う
⼆
つ
の
共
通
點
を
確
認
し
な
が
ら
︑
李
善
注
本
﹃
⽂
選
﹄
に
お
け
る
陸
機
﹁
挽
歌
詩
﹂
三
⾸
の
編
次
上
の
誤
り
を
指
摘
す
る
︵
25
︶︒
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同
時
期
︑
⾼
橋
和
⺒
が
陸
機
に
つ
い
て
の
全
⾯
的
な
硏
究
を
⾏
な
�
て
い
る
︒
そ
の
成
果
は
﹁
陸
機
の
傳
記
と
そ
の
⽂
學
﹂︵
上
・
下
︶

で
あ
る
︒
⾼
橋
⽒
の
硏
究
は
作
家
作
品
論
で
あ
り
︑
上
篇
は
主
に
陸
機
の
⽣
涯
を
︑
詩
⽂
作
品
と
關
聯
し
て
論
じ
て
お
り
︑
下
篇
で
は

詩
歌
以
外
の
﹁
連
珠
﹂︑﹁
歎
逝
賦
﹂︑﹁
⽂
賦
﹂
な
ど
作
品
を
廻
り
︑
陸
機
の
⽂
學
思
想
及
び
彼
の
修
辭
に
つ
い
て
論
じ
な
が
ら
︑
陸
機

の
魏
晉
南
北
朝
の
⽂
學
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
考
察
し
て
い
る
︵
26
︶︒ 

後
に
興
膳
宏
も
陸
機
に
つ
い
て
の
總
合
硏
究
を
⾏
な
�
て
い
る
︒
彼
の
﹃
潘
岳
・
陸
機
﹄
も
⼀
種
作
家
作
品
論
で
あ
り
︑
主
に
三
つ

の
視
點
よ
り
︑
陸
機
を
論
じ
て
い
る
︒
第
⼀
は
亡
國
者
と
し
て
の
陸
機
に
つ
い
て
の
話
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
祖
國
を
失
�
て
敵
國
に
仕

え
る
陸
機
が
い
か
に
そ
の
詩
⽂
の
中
で
そ
の
⼼
情
を
吐
露
し
た
の
か
︑
に
つ
い
て
の
話
で
あ
る
︒
第
⼆
は
︑﹁
挽
歌
詩
﹂︑﹁
歎
逝
賦
︑﹂︑

﹁
⼤
暮
賦
﹂
な
ど
作
品
を
通
じ
て
︑
陸
機
が
い
か
に
死
を
認
識
し
た
か
に
つ
い
て
論
じ
︑
第
三
は
陸
機
の
﹁
⽂
賦
﹂
を
め
ぐ
り
︑
陸
機

が
い
か
に
⽂
學
を
認
識
し
て
い
る
か
︑
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
︒
興
膳
⽒
は
後
に
そ
の
⽂
學
理
論
の
硏
究
の
⼀
環
と
し
て
︑﹁
⽂
賦
﹂
と

﹃
⽂
⼼
雕
⿓
﹄
と
の
關
連
性
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
︵
27
︶︒ 

⾼
橋
⽒
と
興
膳
⽒
の
硏
究
が
陸
機
の
⽣
涯
と
作
品
を
結
ん
で
考
察
す
る
作
家
作
品
論
で
あ
り
︑
特
に
當
時
の
も
う
⼀
⼈
の
⽂
豪
で
あ

る
潘
岳
と
對
照
す
る
意
識
を
持
�
て
お
り
︑
若
き
陸
機
が
祖
國
を
失
い
︑
異
邦
⼈
と
し
て
⻄
晉
に
仕
え
︑
後
に
⼋
王
の
亂
の
な
か
で
張

華
・
潘
岳
な
ど
の
親
友
を
喪
う
と
い
�
た
悲
劇
的
側
⾯
に
注
⽬
し
て
い
る
︒
彼
ら
は
⽇
本
の
陸
機
硏
究
の
基
礎
を
築
い
た
︒
後
に
興
膳

⽒
の
影
響
で
︑
釜
⾕
武
志
︑
⽊
津
祐
⼦
な
ど
學
者
も
陸
機
に
つ
い
て
論
⽂
を
著
し
て
い
る
︒
釜
⾕
武
志
﹁
陸
雲
﹁
兄
へ
の
書
簡
﹂̶

̶

そ
の
⽂
學
論
的
考
察
﹂
は
陸
雲
が
陸
機
に
送
る
書
簡
に
よ
�
て
︑
陸
雲
の
⽂
學
觀
︑
特
に
﹁
清
﹂
の
特
點
を
討
論
し
て
い
る
︵
28
︶︒
⽊

津
祐
⼦
は
興
膳
宏
と
饒
宗
頤
の
⾳
樂
と
﹁
⽂
賦
﹂
と
の
關
連
性
の
硏
究
を
踏
ま
え
て
︑
陸
機
の
⽂
學
の
中
の
⾳
樂
・
聲
律
に
つ
い
て
硏

究
し
て
い
る
︒
そ
の
論
⽂
﹁
美
と
し
て
の
樂
へ
�﹁
⽂
賦
﹂
に
お
け
る
⾳
﹂
は
陸
機
の
作
品
の
中
の
⾳
樂
の
⽐
喩
を
も
�
と
も
多
⽤
し
た

﹁
⽂
賦
﹂
と
﹁
演
連
珠
﹂
を
中
⼼
と
し
て
︑
陸
機
の
作
品
の
中
に
﹁
美
﹂
を
あ
ら
わ
す
⾳
樂
の
表
現
と
﹁
德
﹂
を
あ
ら
わ
す
⾳
樂
の
表

現
と
い
う
⼆
つ
の
⾳
樂
の
モ
チ
Ñ
フ
の
系
統
を
指
摘
し
て
い
る
︒
⽊
津
⽒
は
ま
た
﹁
陸
機
と
﹁
楚
﹂̶

̶

聲
律
意
識
の
形
成
に
つ
い
て
﹂

の
中
に
陸
機
・
陸
雲
兄
弟
の
詩
⽂
の
中
の
聲
律
の
使
⽤
狀
況
を
檢
討
し
て
い
る
︵
29
︶︒
陸
機
の
詩
歌
に
つ
い
て
︑
ま
た
⾐
川
賢
次
﹁
六

朝
模
擬
詩
⼩
考
﹂
の
な
か
に
︑﹃
⽂
選
﹄
に
收
め
ら
れ
て
い
る
陸
機
の
﹁
擬
古
詩
﹂
⼗
四
⾸
を
︑
陸
機
の
⼊
洛
以
後
の
⽣
涯
と
繋
げ
て
分

析
を
⾏
な
�
て
い
る
︒
後
に
松
本
幸
男
は
﹁
陸
機
兄
弟
の
四
⾔
贈
答
詩
に
つ
い
て
﹂
は
弘
仁
本
﹃
⽂
館
詞
林
﹄
と
宋
本
﹃
陸
⼠
⿓
⽂
集
﹄
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の
版
本
硏
究
の
基
礎
の
上
︑
陸
機
と
陸
雲
の
贈
答
詩
の
解
讀
に
よ
�
て
︑
陸
機
の
⼊
洛
を
太
康
五
年
と
推
測
し
て
い
る
︵
30
︶︒
⼀
九

九
〇
年
代
以
降
︑
京
都
⼤
學
を
中
⼼
と
す
る
陸
機
硏
究
は
段
々
少
な
く
な
�
て
く
る
︒ 

關
⻄
以
外
で
は
︑
中
國
地
⽅
の
廣
島
⼤
學
が
斯
波
六
郎
以
來
︑
夙
に
六
朝
⽂
學
︑﹃
⽂
選
﹄
硏
究
の
重
鎮
に
な
�
て
い
た
︒
⼀
九
六
〇

年
代
前
後
か
ら
︑
⼆
⼗
⼀
世
紀
ま
で
少
な
く
な
い
陸
機
の
硏
究
が
⾏
わ
れ
て
い
る
︒
斯
波
六
郎
﹃
中
國
⽂
學
に
お
け
る
孤
獨
感
﹄
の
中

に
︑
⻄
晉
の
⽂
⼠
の
場
合
︑
特
に
︑
陸
機
と
左
思
︑
劉
琨
を
舉
げ
て
論
じ
て
お
り
︑
陸
機
に
つ
い
て
︑
特
に
﹁
歎
逝
賦
﹂
が
永
久
の
時

間
の
流
れ
に
⽣
命
を
し
み
じ
み
と
嘆
き
︑
諦
觀
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︵
31
︶︒ 

後
に
廣
島
⼤
學
の
陸
機
硏
究
は
ま
ず
﹁
⽂
賦
﹂︑
詩
歌
を
主
と
し
て
い
る
︒﹁
⽂
賦
﹂
に
つ
い
て
︑
⼩
尾
郊
⼀
﹁
陸
機
の
⽂
賦
の
意
圖

す
る
も
の
﹂
は
創
作
論
の
視
點
か
ら
陸
機
の
﹁
⽂
賦
﹂
の
創
作
理
由
に
つ
い
て
︑
究
明
し
よ
う
と
し
た
︒
⼩
尾
郊
⼀
は
﹁
⽂
賦
﹂
を
作

る
最
⼤
の
理
由
を
﹁
書
く
こ
と
の
難
し
さ
﹂
に
つ
き
︑
陸
機
が
⽂
章
作
法
の
⾯
と
創
作
意
識
の
⾯
で
い
か
に
す
れ
ば
良
い
作
品
を
創
作

で
き
る
か
を
論
じ
て
い
る
こ
と
︑
ま
た
﹁
⽂
賦
﹂
の
道
德
を
宣
揚
す
る
傳
統
的
⽂
學
觀
を
持
つ
こ
と
を
說
い
て
い
る
︒
後
に
福
井
佳
夫

は
﹁
⽂
賦
﹂
の
賦
と
し
て
の
⽂
學
價
値
に
注
⽬
し
︑
⽐
諭
︑
對
偶
︑
辭
藻
な
ど
の
⽅
⾯
に
よ
�
て
﹁
⽂
賦
﹂
の
⼀
つ
の
⽂
學
作
品
と
し

て
の
價
値
を
論
じ
て
い
る
︒
福
井
佳
夫
は
特
に
⽂
學
作
品
の
表
現
技
巧
に
注
⽬
し
︑
ま
た
陸
機
の
﹁
辨
亡
論
﹂
の
中
の
對
偶
に
つ
い
て

も
論
が
あ
る
︵
32
︶︒ 

詩
歌
硏
究
に
つ
い
て
︑
藤
井
守
﹁
⻄
晉
時
代
の
樂
府
詩̶

̶

陸
機
を
中
⼼
と
し
て
﹂
は
陸
機
を
中
⼼
に
︑
陸
機
︑
傅
⽞
︑
張
華
三
⼈

の
樂
府
詩
を
⽐
較
し
て
︑各
々
の
樂
府
詩
に
對
す
る
姿
勢
を
論
じ
て
お
り
︑陸
機
の
場
合
︑特
に
曹
植
と
の
繼
承
性
を
指
摘
し
て
い
る
︒

後
に
阿
部
正
和
﹁
陸
機
の
樂
府
に
つ
い
て
﹂
は
陸
機
の
樂
府
を
模
擬
す
る
⽅
法
と
彼
以
前
の
⽂
⼈
の
擬
作
⽅
法
と
⽐
較
に
よ
�
て
︑
陸

機
の
樂
府
の
中
の
詠
懷
の
特
徴
を
說
い
て
い
る
︒
⽒
は
ま
た
陸
機
の
詩
⽂
に
屢
々
現
れ
て
い
る
﹁
臨
川
﹂
を
注
⽬
し
て
︑﹁
陸
機
の
﹁
臨

川
﹂
に
つ
い
て
﹂
は
﹃
論
語
﹄
に
出
典
す
る
﹁
臨
川
﹂
と
い
う
語
に
つ
い
て
︑
陸
機
と
⻄
晉
の
⽂
⼈
と
⽐
べ
︑
そ
の
獨
特
な
體
驗
及
び

表
現
を
論
じ
て
い
る
︵
33
︶︒ 

﹁
⽂
賦
﹂
や
詩
歌
以
外
に
︑
集
團
硏
究
が
廣
島
⼤
學
の
特
徴
の
⼀
つ
と
い
え
る
︒
森
野
繁
夫
﹃
六
朝
詩
の
硏
究
﹄
は
⽂
學
集
團
の
視

點
よ
り
漢
魏
六
朝
の
詩
⼈
と
そ
の
作
品
を
硏
究
し
て
い
る
︒
⻄
晉
の
部
分
に
つ
い
て
︑
特
に
陸
機
を
賈
謐
⼆
⼗
四
友
の
集
團
に
置
い
て

論
說
し
て
い
る
︒
か
か
る
⽂
學
集
團
の
視
點
は
︑
後
に
佐
藤
利
⾏
に
繼
承
さ
れ
る
︒
佐
藤
利
⾏
は
陸
機
の
⽣
涯
の
仕
宦
經
歷
︑
交
友
往
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來
な
ど
に
つ
い
て
多
く
の
論
⽂
を
撰
し
︑
後
に
﹃
⻄
晉
⽂
學
硏
究̶

̶

陸
機
を
中
⼼
と
し
て̶

̶

﹄
に
集
結
し
て
い
る
︒
⽒
は
賈
謐
⼆

⼗
四
友
の
集
團
以
外
に
︑
さ
ら
に
陸
機
を
中
⼼
と
す
る
南
⼈
集
團
︑
愍
懷
太
⼦
集
團
︑
張
華
集
團
︑
成
都
王
穎
集
團
な
ど
の
集
團
を
ま

と
め
て
い
る
︒
ま
た
︑
陸
機
﹁
⽂
賦
﹂︑
陸
雲
﹁
與
兄
平
原
書
﹂
を
主
眼
と
し
て
︑
張
華
︑
潘
岳
な
ど
中
原
の
⽂
⼈
と
⽐
較
し
て
︑
陸
機

の
⽂
學
主
張
を
總
括
し
な
が
ら
︑
陸
機
の
⽂
學
史
上
の
位
置
を
檢
討
し
て
い
る
︒
佐
藤
利
⾏
は
陸
機
の
﹁
⽂
賦
﹂︑
詩
歌
︑﹁
弔
魏
武
帝

⽂
﹂
な
ど
に
つ
い
て
も
硏
究
し
︑
ま
た
陸
機
の
詩
集
を
⽇
本
語
で
讀
み
下
し
︑
譯
︑
注
釋
し
て
整
理
し
て
い
た
︒
先
⾏
硏
究
の
中
で
も

�
と
も
全
⾯
的
な
總
合
硏
究
だ
と
考
え
ら
れ
る
︵
34
︶︒  

九
州
⼤
學
は
岡
村
繁
を
出
發
點
と
す
る
︒
彼
は
漢
魏
六
朝
⽂
學
硏
究
の
も
う
⼀
つ
の
重
鎮
だ
と
⾔
え
る
︒
九
州
⼤
學
の
六
朝
硏
究
に

お
け
る
陸
機
硏
究
は
⼀
九
六
〇
年
代
か
ら
⼆
⼗
⼀
世
紀
ま
で
⾏
な
わ
れ
て
お
り
︑
硏
究
の
⽬
線
が
主
に
﹁
⽂
賦
﹂
と
詩
歌
に
注
⽬
し
て

い
る
︒﹁
⽂
賦
﹂
に
つ
い
て
︑
林
⽥
愼
之
助
は
彼
の
⽂
學
理
論
の
硏
究
の
⼀
環
と
し
て
︑
陸
機
の
﹁
⽂
賦
﹂
を
め
ぐ
り
︑
數
篇
の
論
⽂
を

著
し
て
い
る
︒
例
え
ば
﹁
漢
魏
六
朝
⽂
學
論
に
あ
ら
わ
れ
た
情
と
志
の
問
題
﹂
は
陸
機
﹁
詩
緣
情
﹂
の
說
が
﹃
詩
經
﹄
⼤
序
﹁
詩
⾔
志
﹂

に
對
す
る
⼀
種
の
新
說
で
あ
る
と
指
摘
し
︑
ま
た
﹁
典
論
論
⽂
と
⽂
賦
﹂
に
陸
機
の
⽂
賦
の
創
作
は
曹
丕
﹁
典
論
論
⽂
﹂
を
意
識
し
て

創
作
す
る
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
︑﹁
⽂
賦
﹂
と
﹁
典
論
論
⽂
﹂
を
創
造
⼒
理
論
の
違
い
︑
具
體
的
な
詩
⼈
を
批
評
す
る
か
否
か
︑
⽂
體

論
︑
⽂
章
の
機
能
な
ど
の
⽅
⾯
と
⽐
較
し
て
論
じ
て
い
る
︵
35
︶︒ 

ま
た
︑
詩
歌
に
つ
い
て
の
硏
究
は
︑
主
に
柳
川
順
⼦
の
論
述
が
舉
げ
ら
れ
る
︒
柳
川
順
⼦
は
陸
機
の
擬
古
詩
︑
樂
府
を
め
ぐ
り
︑
數

篇
の
論
⽂
を
撰
し
て
お
り
︑
後
に
﹃
漢
代
五
⾔
詩
歌
史
﹄
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
︒
柳
川
⽒
は
ま
た
吳
國
の
知
識
⼈
が
中
原
と
異

な
る
﹁
漢
代
以
來
續
く
正
統
派
⽂
學
の
傳
統
﹂
を
踏
襲
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上 

で
︑
陸
機
と
五
⾔
詩
の
祖
と
⾔
わ
れ
て
い
る
枚
乘
は

共
に
南
⽅
出
⾝
者
と
し
て
︑初
め
て
仕
え
た
君
主
が
亡
國
の
主
と
な
�
て
し
ま
�
た
︑ま
た
活
躍
の
場
も
變
わ
�
た
こ
と
に
基
づ
い
て
︑

陸
機
の
擬
古
詩
の
創
作
は
五
⾔
詩
の
源
と
考
え
ら
れ
る
枚
乘
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
︑
そ
し
て
そ
の
擬
作
は
⻄
晉
貴
族
社
會
に
對
し
て

挑
戰
し
よ
う
と
す
る
気
持
ち
を
持
�
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
柳
川
順
⼦
は
擬
古
詩
以
外
に
︑
ま
た
︑
陸
機
の
﹁
辨
亡
論
﹂
の

制
作
意
圖
に
つ
い
て
も
考
察
を
⾏
な
�
て
お
り
︑﹁
辨
亡
論
﹂
を
⼊
洛
以
前
の
作
と
認
識
し
て
い
る
が
︑﹁
辨
亡
論
﹂
の
中
で
も
�
と
も

⾔
い
た
い
の
は
吳
國
の
滅
亡
の
原
因
で
は
な
く
︑
優
秀
な
⼈
材
を
登
⽤
す
る
こ
と
こ
そ
君
主
の
爲
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
い
う
指
摘
で

あ
る
︵
36
︶︒ 
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關
東
・
東
北
地
⽅
に
お
け
る
陸
機
硏
究
は
︑
主
に
⼀
九
⼋
〇
年
代
以
後
か
ら
起
こ
�
て
お
り
︑
今
ま
で
多
く
の
成
果
を
得
て
い
る
︒

⼀
九
⼋
〇
年
代
に
︑
主
に
詩
歌
硏
究
で
あ
る
が
︑
後
に
陸
機
の
連
珠
及
び
他
の
散
⽂
に
つ
い
て
の
硏
究
が
多
く
な
�
て
い
る
︒ 

⼀
九
⼋
〇
年
代
前
後
の
詩
歌
に
つ
い
て
の
硏
究
︑
例
え
ば
︑
後
藤
秋
正
﹁﹁
慷
慨
﹂
の
軌
跡̶

̶

曹
植
・
嵇
康
・
阮
籍
か
ら
陸
機
へ
﹂

は
曹
植
以
來
︑
陸
機
ま
で
の
詩
歌
の
中
の
﹁
慷
慨
﹂
に
つ
い
て
檢
討
し
て
︑
陸
機
の
場
合
︑
樂
府
の
中
に
常
に
﹁
慷
慨
﹂
を
使
⽤
し
て

い
る
が
︑
あ
る
程
度
そ
れ
を
抑
制
し
て
お
り
︑
樂
府
以
外
の
作
品
に
お
い
て
︑
望
鄉
の
思
い
や
離
別
の
感
懷
が
讀
み
取
る
こ
と
が
で
き

る
と
指
摘
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
⾨
脇
廣
⽂
﹁
陸
機
擬
古
詩
⼗
⼆
⾸
考
﹂
は
陸
機
の
﹁
擬
古
詩
﹂
の
獨
創
性
の
探
究
に
⼒
を
⼊
れ
︑
陸
機

の
﹁
擬
古
詩
﹂
の
獨
創
性
は
詩
の
思
想
內
容
や
表
現
形
式
と
い
う
よ
り
︑
擬
作
の
宴
會
の
詩
・
離
別
の
詩
に
お
け
る
﹁
官
界
へ
の
考
え

⽅
の
相
違
﹂︑﹁
時
間
性
・
空
間
性
へ
の
傾
斜
の
度
合
の
差
﹂
に
あ
る
と
讀
み
取
る
︒
こ
の
⼆
つ
の
特
徴
が
陸
機
の
亡
國
者
と
し
て
敵
國

に
仕
え
る
こ
と
に
關
わ
�
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
︒
後
に
⻑
⾕
部
剛
﹁
陸
機
の
擬
樂
府
︑
お
よ
び
擬
古
詩
に
つ
い
て
﹂
も
陸
機
の
擬

樂
府
︑
擬
古
詩
を
合
わ
せ
て
︑
傅
⽞
と
陸
機
の
擬
作
の
相
違
點
を
指
摘
し
︑
陸
機
の
場
合
︑
內
容
上
⾃
分
の
思
い
を
吐
露
し
︑
⾔
辭
上

も
獨
⾃
の
⾔
葉
を
使
⽤
し
︑
⽐
較
的
⾃
由
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
擬
古
詩
︑
樂
府
以
外
に
︑
詩
歌
に
つ
い
て
の
硏
究
は
︑
最

近
︑
狩
野
雄
は
陸
機
の
詩
⽂
中
に
使
う
楚
辭
以
來
多
⽤
し
た
芳
⾹
︑
か
お
り
に
つ
い
て
の
表
現
に
注
⽬
し
︑
陸
機
詩
⽂
の
中
の
嗅
覺
・

聽
覺
・
視
覺
の
間
の
共
感
︑
⾹
り
の
表
現
に
よ
�
て
故
國
に
對
す
る
思
い
と
誇
り
に
つ
い
て
論
ず
る
複
數
の
論
⽂
を
著
し
︑﹃
⾹
り
の
詩

學̶
̶

三
國
⻄
晉
詩
の
芳
⾹
表
現
﹄
に
集
結
し
て
出
版
し
た
︵
37
︶︒ 

詩
歌
以
外
に
︑
陸
機
の
他
の
作
品
に
つ
い
て
も
多
く
硏
究
さ
れ
て
お
り
︑
佐
⽵
保
⼦
は
陸
機
の
﹁
演
連
珠
﹂︑
散
⽂
に
つ
い
て
︑
幾
つ

か
の
論
⽂
が
あ
り
︑
特
に
修
辭
︑
句
型
︑
構
成
な
ど
の
⾯
に
注
⽬
し
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑﹁
陸
機
の
天
⼈
對̶

̶

先
秦
か
ら
⻄
晉
に
⾄

る
對
偶
の
⼀
樣
相
﹂
は
⾃
然
と
⼈
事
を
對
⽐
す
る
﹁
天
⼈
對
﹂
の
概
念
を
作
り
︑
陸
機
が
詩
⽂
︑
特
に
樂
府
詩
︑﹁
豪
⼠
賦
序
﹂︑﹁
歎
逝

賦
﹂
の
中
に
異
な
る
﹁
天
⼈
對
﹂
の
表
現
を
檢
討
し
て
い
る
︒
ま
た
︑﹁
陸
機
﹁
演
連
珠
﹂
五
⼗
⾸
に
つ
い
て̶

̶

多
元
性
と
敘
情
性
﹂︑

﹁
陸
機
﹁
演
連
珠
﹂
の
構
成
上
の
特
質
﹂
に
お
い
て
︑
陸
機
﹁
演
連
珠
﹂
の
構
成
︑
對
句
の
形
︑
そ
し
て
そ
の
形
式
と
⽐
喩
を
い
か
に

織
り
込
む
か
に
つ
い
て
檢
討
し
︑
ま
た
﹁
演
連
珠
﹂
五
⼗
⾸
の
內
容
が
⽴
場
の
多
元
性
か
ら
前
後
⽭
盾
す
る
﹁
不
均
⼀
性
﹂
を
致
す
こ

と
に
着
⽬
し
︑
そ
の
多
元
性
が
發
⽣
す
る
理
由
を
﹁
演
連
珠
﹂
が
從
來
﹁
君
主
へ
の
さ
と
し
﹂
で
あ
る
連
珠
と
異
な
り
︑
⾃
分
の
志
を

吐
露
す
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
︵
38
︶︒ 
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ま
た
︑
渡
邉
義
浩
は
陸
機
の
﹁
弔
魏
武
帝
⽂
﹂︑﹁
辨
亡
論
﹂︑﹁
五
等
諸
侯
論
﹂
に
つ
い
て
︑
政
治
論
の
視
點
か
ら
︑
陸
機
の
⻄
晉
王

朝
に
つ
い
て
の
思
考
を
檢
討
し
て
い
る
︒
渡
邉
義
浩
﹁
陸
機
の
君
主
觀
と
弔
魏
武
帝
⽂
﹂
は
陸
機
が
﹁
辨
亡
論
﹂
で
吳
國
の
滅
ん
だ
理

由
を
君
主
の
⼈
材
登
⽤
が
不
適
切
で
あ
り
︑
愚
鈍
な
太
⼦
司
⾺
衷
を
帝
位
に
即
か
せ
る
こ
と
を
批
判
し
︑
ま
た
︑﹁
弔
魏
武
帝
⽂
﹂
で
天

下
の
英
雄
で
あ
る
曹
操
を
貶
め
る
こ
と
で
︑中
原
貴
族
た
ち
の
誇
り
を
粉
碎
し
よ
う
と
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
︒ま
た
︑⽒
は﹁﹁
封
建
﹂

論
と
貴
族
制
﹂
の
中
で
︑
そ
し
て
封
建
制
の
論
⽂
の
系
譜
を
檢
討
し
た
上
て
︑
陸
機
の
⻄
晉
に
實
⾏
す
る
五
等
諸
侯
制
に
つ
い
て
の
思

考
を
探
究
し
て
い
る
︵
39
︶︒ 

以
上
紹
介
し
た
よ
う
に
︑
⽇
本
の
陸
機
硏
究
は
次
の
よ
う
な
特
徴
を
呈
し
て
い
る
︒
ま
ず
は
︑﹁
⽂
賦
﹂
が
中
國
古
典
⽂
學
理
論
史
上

極
め
て
重
要
な
作
品
と
し
て
︑
そ
れ
に
つ
い
て
の
硏
究
は
⼀
九
五
〇
年
代
か
ら
⼆
⼗
⼀
世
紀
ま
で
⻑
く
連
綿
し
て
い
る
︒
次
に
︑
陸
機

の
詩
歌
︑
特
に
﹁
擬
古
詩
﹂
及
び
﹁
樂
府
﹂
に
つ
い
て
多
く
硏
究
さ
れ
て
い
る
︒
當
時
他
の
⽂
⼈
の
擬
作
と
⽐
較
さ
れ
︑
そ
の
獨
創
性

に
つ
い
て
の
硏
究
が
も
�
と
も
多
い
︒
陸
機
の
散
⽂
に
つ
い
て
の
硏
究
は
ま
だ
多
く
は
な
い
︒ 

こ
れ
ら
の
硏
究
は
殆
ど
陸
機
の
⽣
涯
と
照
合
し
な
が
ら
⾏
わ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
も
し
陸
機
の
⽣
涯
を
⼊
洛
し
た
元
康
元
年
︑
廣

義
の
⼋
王
の
亂
が
勃
發
し
た
永
康
元
年
を
結
節
點
と
し
て
︑
三
つ
の
段
階
に
分
け
れ
ば
︑
こ
れ
ら
の
硏
究
の
注
⽬
點
は
主
に
第
⼀
の
段

階
︵
⼊
洛
以
前
︶
と
第
三
の
段
階
︵
⼋
王
の
亂
︶
に
集
中
し
て
い
る
︒
第
⼀
段
階
に
お
い
て
︑
陸
機
が
祖
國
を
失
�
て
︑
最
後
に
滅
ん

だ
國
の
旧
貴
族
と
し
て
敵
國
で
あ
�
た
⻄
晉
に
仕
え
て
い
く
︒多
く
の
硏
究
は
最
後
に
彼
の
詩
⽂
の
中
に
表
現
し
た
い
志
を
彼
の
祖
國
・

故
鄉
の
思
い
︑
陸
⽒
⼀
⾨
に
對
す
る
誇
り
と
連
な
�
て
い
る
︒
擬
古
詩
︑
樂
府
︑﹁
辨
亡
論
﹂
は
こ
の
類
に
屬
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
第

三
階
段
に
お
い
て
︑
陸
機
の
⼋
王
の
亂
を
經
て
︑
周
り
の
多
く
の
親
友
が
な
く
な
�
た
︒
こ
の
段
階
に
つ
い
て
︑
多
く
の
硏
究
は
陸
機

が
い
か
に
⽣
命
・
死
を
認
識
し
て
い
る
か
︑
あ
る
い
は
混
亂
の
政
治
を
い
か
に
認
識
し
て
い
る
の
か
を
檢
討
し
て
い
る
︒﹁
⽂
賦
﹂︑﹁
歎

逝
賦
﹂︑﹁
豪
⼠
賦
序
﹂
な
ど
は
こ
の
類
に
屬
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
第
⼆
段
階
︑
つ
ま
り
︑
元
康
時
期
の
陸
機
に
つ
い
て
︑
⽂
⼈
集
團

の
硏
究
は
す
で
に
あ
る
が
︑
こ
の
時
期
の
陸
機
の
⽂
學
活
動
に
つ
い
て
︑
ま
だ
檢
討
の
餘
地
が
殘
�
て
い
る
︒
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
學

者
が
⾏
な
�
た
硏
究
を
基
礎
と
し
︑
そ
の
上
で
さ
ら
に
陸
機
の
﹁
史
傳
體
﹂
の
⽂
學
に
つ
い
て
檢
討
し
よ
う
と
思
う
︒ 

 

第
四
節
 

本
論
⽂
の
構
成
と
ね
ら
い 
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本
論
⽂
は
︑
陸
機
の
こ
れ
ら
の
史
傳
體
に
つ
い
て
︑
主
に
元
康
時
代
の
作
品
及
び
彼
の
⽂
學
活
動
に
注
⽬
し
よ
う
と
思
う
︒
何
故
な

ら
︑
陸
機
は
元
康
元
年
か
ら
永
康
元
年
ま
で
は
︑﹁
謝
平
原
內
史
表
﹂
に
あ
る
﹁
⼊
朝
九
載
︑
歷
官
有
六
﹂
の
時
期
に
當
た
り
︑
彼
に
と

�
て
⻄
晉
王
朝
に
仕
え
る
主
要
な
時
期
で
あ
る
︒
こ
の
時
期
︑
政
局
は
安
定
し
て
お
り
︑
穏
や
か
に
運
營
さ
れ
て
い
た
︒
鍾
嶸
は
陸
機

を
﹁
太
康
之
英
﹂
と
讚
え
て
い
る
が
︑
陸
機
の
主
要
な
⽂
學
活
動
は
︑
⻄
晉
武
帝
朝
の
太
康
時
期
で
は
な
く
︑
惠
帝
朝
の
元
康
時
期
に

⾏
わ
れ
て
い
た
︒ 

 
陸
機
は
元
康
時
期
︑
太
⼦
洗
⾺
の
職
か
ら
︑
次
々
と
⽂
才
を
發
揮
し
て
昇
進
し
︑
著
作
郎
に
ま
で
昇
�
た
︒
太
⼦
洗
⾺
は
︑
在
任
期

間
が
最
も
⻑
い
官
職
で
あ
り
︑
著
作
郎
は
史
書
編
纂
を
掌
る
官
職
で
あ
る
︒
こ
の
⼆
つ
を
合
わ
せ
て
陸
機
本
⼈
が
﹁
⾝
登
三
閣
︑
官
成

兩
宫
﹂
と
述
べ
た
︒
陸
機
の
史
傳
體
の
創
作
は
︑
こ
の
⼆
官
職
と
關
係
が
あ
る
︒
故
に
︑
本
論
は
四
章
に
分
け
て
︑
前
⼆
章
は
陸
機
の

著
作
郎
に
仕
え
る
時
期
に
つ
い
て
論
じ
︑
後
⼆
章
は
陸
機
が
太
⼦
洗
⾺
時
期
の
創
作
を
論
じ
よ
う
と
思
う
︒
具
體
の
作
品
は
︑﹃
⽂
選
﹄

に
收
め
る
陸
機
の
史
傳
體
の
中
の
﹁
漢
⾼
祖
功
⾂
頌
﹂︑﹁
弔
魏
武
帝
⽂
﹂︑﹁
五
等
諸
侯
論
﹂︵﹁
辨
亡
論
﹂︶
及
び
陸
機
の
晉
書
斷
限
の
論

を
主
要
な
對
象
と
し
て
論
じ
た
︒ 

 
第
⼀
章
﹁
晉
書
限
斷
論
と
陸
機
﹂
は
⻄
晉
朝
國
史
の
起
元
に
つ
い
て
の
議
論
を
對
象
と
し
て
︑
陸
機
の
說
を
含
む
四
說
の
意
味
︑
理

由
に
つ
い
て
︑
先
⾏
硏
究
を
基
礎
と
し
て
再
檢
討
す
る
︒
主
に
︑﹃
初
學
記
﹄︑﹃
太
平
御
覽
﹄
な
ど
類
書
に
載
せ
る
記
述
及
び
﹃
隋
書
﹄

﹁
李
德
林
傳
﹂
に
載
せ
る
李
德
林
と
魏
收
の
書
信
に
引
⽤
さ
れ
た
記
述
に
基
づ
い
て
陸
機
の
眞
意
及
び
史
觀
を
明
ら
か
し
た
︒ 

 
第
⼆
章
﹁﹃
弔
魏
武
帝
⽂
﹄
の
創
作
動
機
﹂
は
︑
先
⾏
硏
究
に
お
い
て
解
釋
が
異
な
る
陸
機
の
曹
操
に
對
す
る
態
度
に
つ
い
て
︑
分
析

し
よ
う
と
思
う
︒
主
に
陸
機
の
弔
⽂
の
⽂
脈
及
び
弔
⽂
と
い
う
⽂
體
の
性
格
か
ら
︑
陸
機
の
眞
情
を
明
ら
か
す
る
︒
ま
た
︑
曹
操
の
樂

府
創
作
が
陸
機
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
論
じ
た
︒ 

  

第
三
章
﹁
陸
機
﹃
漢
⾼
祖
功
⾂
頌
﹄
と
皇
太
⼦
司
⾺
遹
﹂
は
︑
頌
と
い
う
⽂
體
を
檢
討
し
て
︑
陸
機
﹁
功
⾂
頌
﹂
と
班
固
﹃
漢
書
述
﹄

と
の
繋
が
り
を
論
じ
︑
魏
晉
期
の
﹃
漢
書
﹄
學
及
び
帝
王
學
の
傳
統
か
ら
︑
陸
機
の
執
筆
動
機
︑
さ
ら
に
陸
機
の
太
⼦
洗
⾺
時
期
の
⽂

學
活
動
を
究
明
し
た
︒ 

第
四
章  

陸
機
﹁﹁
演
連
珠
﹂
と
⻄
晉
の
秀
才
策
問
﹂
は
陸
機
﹁
演
連
珠
﹂
か
ら
の
陸
機
本
⼈
が
尚
書
郎
に
仕
え
る
時
期
の
創
作
活
動
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に
つ
い
て
考
察
し
て
い
た
︒
本
章
で
は
陸
機
ま
で
の
連
珠
と
い
う
⽂
體
の
機
能
に
基
づ
い
て
︑
陸
機
の
﹁
演
連
珠
﹂
の
内
容
及
び
典
故

の
使
い
か
た
を
分
析
し
︑﹁
演
連
珠
﹂
と
陸
機
の
﹁
策
秀
才
紀
瞻
⽂
﹂
の
關
連
性
を
考
慮
し
つ
つ
︑﹁
演
連
珠
﹂
の
陸
機
本
⼈
及
び
當
時

の
中
原
の
⼠
⼈
階
層
に
い
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
か
︑
再
檢
討
し
た
︒
ま
た
︑
陸
機
は
元
康
時
期
に
お
い
て
秀
才
策
問
試
驗
の

試
驗
官
に
任
命
さ
れ
た
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
⼀
つ
の
假
說
を
提
起
し
た
︒ 

 
本
論
⽂
の
ね
ら
い
は
過
去
陸
機
硏
究
に
多
く
⾏
わ
れ
て
い
た
詩
賦
硏
究
以
外
に
︑
陸
機
の
⽂
章
に
對
し
て
綜
合
的
な
硏
究
を
⾏
う
こ

と
に
あ
る
︒
硏
究
の
切
り
⼝
は
す
な
わ
ち
﹁
史
傳
體
⽂
學
﹂
と
い
う
視
點
で
あ
る
︒
魏
晉
時
代
は
ま
さ
に
史
學
と
⽂
學
が
覺
醒
し
た
時

期
で
あ
る
︒
陸
機
の
⼤
量
の
﹁
史
傳
體
⽂
學
﹂
の
創
作
は
⽂
學
と
史
學
の
交
差
點
に
位
置
す
る
︒
何
故
陸
機
は
⻄
晉
惠
帝
朝
に
こ
れ
ら

の
作
品
を
⼤
量
に
著
し
た
の
か
︑
陸
機
及
び
こ
れ
ら
の
作
品
に
つ
い
て
い
か
に
認
識
す
べ
き
な
の
か
︑
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
︑
陸

機
の
太
⼦
洗
⾺
や
尚
書
郎
及
び
著
作
郎
と
い
う
三
つ
の
官
職
を
ヒ
ン
ト
と
し
て
檢
討
す
る
こ
と
で
︑
陸
機
の
⻄
晉
⽂
學
史
上
の
姿
及
び

位
置
付
け
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
う
︒ 

 

︻
注
︼ 

︵
１
︶
 

﹃
詩
品
﹄
の
原
⽂
は
︑
曹
旭
﹃
詩
品
集
注
﹄︵
上
海
古
籍
出
版
社
︑
⼀
九
九
四
年
︶︑
書
き
下
し
⽂
は
⼀
海
知
義
・
興
膳
宏
﹃
陶

淵
明
・
⽂
⼼
雕
⿓
﹄︵
筑
摩
書
房
︑
⼀
九
六
⼋
年
︶
を
參
照
︒ 

︵
２
︶
 
楊
明
﹃
陸
機
集
校
箋
﹄︵
上
海
古
籍
出
版
社
︑
⼆
〇
⼀
六
年
︶
を
參
照
︒ 

︵
３
︶
 

こ
の
陸
機
と
好
對
照
を
な
す
存
在
が
次
の
東
晉
時
代
の
陶
淵
明
で
あ
る
︒
彼
の
作
品
は
﹃
⽂
選
﹄
に
次
の
⼋
作
品
し
か
收
錄

さ
れ
て
い
な
い
︒ 

   

 
﹁
始
作
鎮
軍
參
軍
經
曲
阿
作
⼀
⾸
﹂ 

 
 

 
﹁
⾟
丑
歲
七
⽉
赴
假
還
江
陵
夜
⾏
塗
⼝
作
⼀
⾸
﹂︵
以
上
卷
⼆
⼗
六
︶ 

 
 

 
﹁
挽
歌
詩
⼀
⾸
﹂︵
卷
⼆
⼗
⼋
︶ 

 
 

 
﹁
雜
詩
⼆
⾸
﹂ 

 
 

 
﹁
詠
貧
⼠
詩
⼀
⾸
﹂ 
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﹁
讀
⼭
海
經
詩
⼀
⾸
﹂ 

 
 

 
﹁
擬
古
詩
⼀
⾸
﹂︵
以
上
卷
三
⼗
︶ 

 
 

 
﹁
歸
去
來
辭
⼀
⾸
﹂︵
卷
四
⼗
五
︶ 

        
陶
淵
明
の
詩
⽂
の
本
格
的
な
流
⾏
は
︑次
の
唐
代︵
⽩
居
易
な
ど
︶︑そ
し
て
蘇
軾
以
後
の
宋
代
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒ 

︵
４
︶
 

こ
れ
と
好
對
照
を
な
す
存
在
が
︑
陸
機
に
次
い
で
︑
多
く
の
作
品
が
﹃
⽂
選
﹄
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
謝
靈
運
で
あ
る
︒
こ
こ

で
も
同
樣
に
﹃
⽂
選
﹄
所
收
の
標
題
を
列
記
す
れ
ば
次
の
通
り
︒ 

 
 

 
﹁
述
祖
德
詩
⼆
⾸
﹂︵
卷
⼗
九
︶ 

 
 

 
﹁
九
⽇
從
宋
公
戲
⾺
臺
集
送
孔
令
詩
⼀
⾸
﹂ 

 
 

 
﹁
鄰
⾥
相
送
⽅
⼭
詩
⼀
⾸
﹂︵
以
上
卷
⼆
⼗
︶ 

 
 

 
﹁
從
游
京
⼝
北
固
應
詔
⼀
⾸
﹂ 

 
 

 
﹁
晚
出
⻄
射
堂
⼀
⾸
﹂ 

 
 

 
﹁
登
池
上
樓
⼀
⾸
﹂ 

 
 

 
﹁
遊
南
亭
⼀
⾸
﹂ 

 
 

 
﹁
遊
⾚
⽯
進
帆
海
⼀
⾸
﹂ 

 
 

 
﹁
⽯
壁
精
舍
還
湖
中
作
⼀
⾸
﹂ 

 
 

 
﹁
登
⽯
⾨
最
⾼
頂
⼀
⾸
﹂ 

 
 

 
﹁
於
南
⼭
往
北
⼭
經
湖
中
瞻
眺
⼀
⾸
﹂ 

 
 

 
﹁
從
⽄
⽵
澗
越
嶺
溪
⾏
⼀
⾸
﹂︵
以
上
卷
⼆
⼗
⼆
︶ 

 
 

 
﹁
廬
陵
王
墓
下
作
⼀
⾸
﹂︵
卷
⼆
⼗
三
︶ 

 
 

 
﹁
還
舊
園
作
⾒
顏
范
⼆
中
書
⼀
⾸
﹂ 

 
 

 
﹁
登
臨
海
嶠
初
發
彊
中
作
與
從
弟
惠
連
⾒
⽺
何
共
和
之
⼀
⾸
﹂ 

 
 

 
﹁
酬
從
弟
惠
連
⼀
⾸
﹂︵
以
上
卷
⼆
⼗
五
︶ 
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﹁
永
初
三
年
七
⽉
⼗
六
⽇
之
郡
初
發
都
⼀
⾸
﹂ 

 
 

 
﹁
過
始
寧
墅
⼀
⾸
﹂ 

 
 

 
﹁
富
春
渚
⼀
⾸
﹂ 

 
 

 
﹁
七
⾥
瀨
⼀
⾸
﹂ 

 
 

 
﹁
發
江
中
孤
嶼
⼀
⾸
﹂ 

 
 

 
﹁
初
去
郡
⼀
⾸
﹂ 

 
 

 
﹁
初
發
⽯
⾸
城
⼀
⾸
﹂ 

 
 

 
﹁
道
路
憶
⼭
中
⼀
⾸
﹂ 

 
 

 
﹁
⼊
彭
蠡
湖
⼝
⼀
⾸
﹂ 

 
 

 
﹁
⼊
華
⼦
崗
是
⿇
源
第
三
⾕
⼀
⾸
﹂︵
以
上
卷
⼆
⼗
六
︶ 

 
 

 
﹁
樂
府
⼀
⾸
︵
會
吟
⾏
︶﹂︵
卷
⼆
⼗
⼋
︶ 

 
 

 
﹁
南
樓
中
望
所
遲
客
⼀
⾸
﹂ 

 
 

 
﹁
⽥
南
樹
園
激
流
植
援
⼀
⾸
﹂ 

﹁
齋
中
讀
書
⼀
⾸
﹂ 

 
 

 
﹁
⽯
⾨
新
營
所
住
四
⾯
⾼
⼭
迴
谿
⽯
瀨
修
⽵
茂
林
詩
⼀
⾸
﹂ 

 
 

 
﹁
擬
魏
太
⼦
鄴
中
集
詩
⼋
⾸
﹂︵
以
上
卷
三
⼗
︶ 

      

 
標
題
を
列
記
す
る
と
三
⼗
⼀
作
品
と
陸
機
よ
り
︑
や
や
多
く
⾒
え
る
が
︑
こ
れ
ら
は
全
て
詩
歌
作
品
で
あ
り
︑
辭
賦
や
そ
の

他
の
散
⽂
作
品
に
つ
い
て
︑
謝
靈
運
は
︑
後
世
の
典
型
と
し
て
は
評
價
さ
れ
て
い
な
か
�
た
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

︵
５
︶ 

例
え
ば
︑
張
新
科
﹃
唐
前
史
傳
⽂
學
研
究
﹄︵
⻄
北
⼤
學
出
版
社
︑
⼆
〇
〇
〇
年
︶
を
參
照
︒ 

︵
６
︶ 

吉
川
幸
次
郎
﹁
史
傳
の
⽂
學
﹂︵﹃
⽂
明
の
か
た
ち
﹄︑
講
談
社
﹁
思
想
と
の
對
話
﹂︑
⼀
九
六
⼋
年
︶
を
參
照
︒ 

︵
７
︶ 

蕭
統
﹁
⽂
選
序
﹂
に
﹁
其
の
贊
論
の
辭
采
を
綜
緝
し
︑
序
述
の
⽂
華
を
錯
⽐
す
る
が
若
き
は
︑
事
は
沈
思
に
出
で
て
︑
義
は
翰

藻
に
歸
す
︒
故
に
夫
の
篇
什
と
︑
雜
へ
て
之
を
集
む
︒︵
若
其
贊
論
之
綜
緝
辭
采
︑
序
述
之
錯
⽐
⽂
華
︑
事
出
於
沈
思
︑
義
歸
乎
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翰
藻
︒
故
與
夫
篇
什
︑
雜
⽽
集
之
︶﹂
と
あ
る
︒ 

︵
８
︶ 
陸
機
﹁
吳
趨
⾏
﹂︵﹃
⽂
選
﹄
卷
⼆
⼗
⼋
︶
に
﹁
屬
城
に
は
咸

こ
と
ご
と

く
⼠
有
れ
ど
︑
吳
⾢
を
ば
最
も
多
し
と
爲
す
︒
⼋
族
も
未
だ
侈

る
に
⾜
ら
ず
︑
四
姓
は
實
に
名
家
た
り
︒︵
屬
城
咸
有
⼠
︑
吳
⾢
最
爲
多
︒
⼋
族
未
⾜
侈
︑
四
姓
實
名
家
︶﹂
と
あ
り
︑
そ
の
李
善

注
に
引
く
張
勃
の
﹃
吳
錄
﹄
に
云
︑﹁
四
姓
︑
朱
・
張
・
顧
・
陸
也
﹂
と
︒﹃
三
國
志
﹄
卷
六
⼗
⼀
陸
凱
傳
に
引
⽤
さ
れ
る
陸
凱
の

上
疏
に
も
﹁
先
帝
外
仗
顧
・
陸
・
朱
・
張
︑
內
近
胡
綜
・
薛
綜
︑
是
以
庶
績
雍
熈
︑
邦
內
清
肅
﹂
と
あ
る
︒ 

︵
９
︶ 

﹃
三
國
志
﹄
吳
書
卷
五
⼗
⼋
陸
抗
傳
に
﹁
秋
遂
卒
︑
⼦
晏
嗣
︒
晏
及
弟
景
・
⽞
・
機
・
雲
分
領
抗
兵
﹂
と
あ
る
︒
同
傳
に
陸
晏
・

陸
景
の
官
職
に
つ
い
て
︑﹁
晏
爲
裨
將
軍
︑
夷
道
監
︒…

…

景
字
⼠
仁
︑
以
尚
公
主
拜
騎
都
尉
︑
封
毗
陵
侯
︑
既
領
抗
兵
︑
拜
偏

將
軍
︑
中
夏
督
﹂
と
あ
る
︒
陸
機
の
官
職
に
つ
い
て
︑﹃
⽂
選
﹄
卷
⼗
七
陸
機
﹁
⽂
賦
﹂
の
李
善
注
に
引
く
臧
榮
緒
﹃
晉
書
﹄
に
︑

﹁
機
少
襲
領
⽗
兵
︑
爲
⽛
⾨
將
軍
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
︑
陸
⽞
と
陸
雲
の
官
職
に
つ
い
て
︑
記
載
す
る
史
料
は
な
い
︒
陸
⽞
が
早
世

し
︑
陸
雲
は
ま
だ
幼
い
の
で
實
家
に
殘
り
︑
實
際
に
陸
抗
の
部
曲
を
繼
承
し
た
の
は
︑
陸
晏
・
陸
景
・
陸
機
三
⼈
の
み
で
あ
る
と

の
說
も
あ
る
︒
俞
⼠
玲
﹃
陸
機
陸
雲
年
譜
﹄︵
⼈
⺠
⽂
學
出
版
社
︑
⼆
〇
〇
九
年
︶﹁
鳳
凰
三
年
﹂
條
を
參
照
︒ 

︵
10
︶ 

﹃
三
國
志
﹄
卷
五
⼗
⼋
陸
抗
傳
に
︑﹁
⼆
⽉
壬
戌
︵
五
⽇
︶︑
晏
爲
王
濬
別
軍
所
殺
︒
癸
亥
︵
六
⽇
︶︑
景
亦
遇
害
︑
時
年
三
⼗

⼀
﹂
と
あ
り
︑﹃
晉
書
﹄
卷
三
武
帝
紀
︑﹁
壬
戌
︵
五
⽇
︶︑
浚
⼜
克
夷
道
樂
鄉
城
︑
殺
夷
道
監
陸
晏
︑
⽔
軍
都
督
陸
景
︒
甲
戌
︵
⼗

九
⽇
︶︑
杜
預
克
江
陵
︑
斬
吳
江
陵
督
伍
延
︒
平
南
將
軍
胡
奮
克
江
安
︒
於
是
諸
軍
竝
進
︑
樂
鄉
︑
荊
⾨
諸
戍
相
次
來
降
﹂
と
あ

る
︒
ま
た
︑
卷
四
⼗
⼆
﹁
王
濬
傳
﹂
に
﹁
壬
戌
︵
五
⽇
︶︑
剋
荊
⾨
︑
夷
道
⼆
城
︑
獲
監
軍
陸
晏
︒
⼄
丑
︵
⼋
⽇
︶︑
剋
樂
鄉
︑
獲

⽔
軍
督
陸
景
﹂
と
あ
る
︒ 

︵
11
︶ 

姜
亮
夫
﹃
陸
平
原
年
譜
﹄︵
古
典
⽂
學
出
版
社
︑
⼀
九
五
四
年
︶︑
陸
侃
如
﹃
中
古
⽂
學
繫
年
﹄︑︵
⿑
魯
書
社
︑
⼀
九
⼋
四
年
︶︑

朱
曉
海
﹁
陸
機
赴
洛
年
代
重
探
﹂︵﹃
華
學
﹄
第
六
輯
︑
紫
禁
城
出
版
社
︑
⼆
〇
〇
三
年
︶︑
劉
運
好
﹁
陸
機
籍
貫
與
⾏
跡
考
論
﹂

︵﹃
南
京
師
⼤
學
報
﹄︑
⼆
〇
⼀
〇
年
︑
第
四
期
︶︑
興
膳
宏
﹃
潘
岳
陸
機
年
譜
﹄︵﹃
潘
岳
・
陸
機
﹄
所
收
︑
筑
摩
書
房
︑
⼀
九
七

三
年
︶︑
佐
藤
利
⾏
﹁
陸
機
年
譜
﹂︵﹃
⻄
晉
⽂
學
硏
究̶

̶

陸
機
を
中
⼼
と
し
て
﹄
所
收
︑
⽩
帝
社
︑
⼀
九
九
五
年
︶
を
參
照
︒ 

︵
12
︶ 

朱
東
潤
﹁
陸
機
年
表
﹂︵﹃
武
漢
⼤
學
⽂
哲
季
刊
﹄
第
⼀
卷
︑
⼀
九
三
⼀
年
︶
が
⾸
唱
し
︑
後
に
陳
莊
﹁
陸
機
⽣
平
三
考
﹂︵﹃
四
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川
⼤
學
學
報
﹄⼀
九
⼋
三
年
第
四
期
︶︑傅
剛﹁
陸
機
初
次
赴
洛
時
間
考
辨
﹂︵﹃
上
海
師
範
⼤
學
學
報
﹄︑⼀
九
⼋
六
年
︑第
⼆
期
︶︑

俞
⼠
玲
﹃
陸
機
陸
雲
年
譜
﹄︵
⼈
⺠
⽂
學
出
版
社
︑
⼆
〇
〇
九
年
︶︑
楊
明
﹁
陸
機
年
表
﹂︵﹃
陸
機
集
校
箋
﹄︑
上
海
古
籍
出
版
社
︑

⼆
〇
⼀
六
年
︶
な
ど
に
受
け
繼
が
れ
た
︒
⽇
本
で
は
︑
⾼
橋
和
⺒
﹁
陸
機
の
傳
記
と
そ
の
⽂
學
﹂︵
上
︶︵
京
都
⼤
學
中
國
⽂
學
會

﹃
中
國
⽂
學
報
﹄
第
⼗
⼀
册
︑
⼀
九
五
九
年
︶
も
こ
の
觀
點
で
あ
る
︒ 

︵
13
︶ 

こ
の
詩
の
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
︑
影
弘
仁
本
﹃
⽂
館
詞
林
﹄
卷
⼀
五
⼆
に
﹁
與
弟
清
河
雲
⼀
⾸
﹂
と
題
し
︑﹃
藝
⽂
類
聚
﹄
卷

⼆
⼗
⼀
に
﹁
與
弟
雲
詩
﹂
と
題
し
︑
四
部
丛
刊
本
﹃
陸
⼠
⿓
⽂
集
﹄
卷
三
に
﹁
兄
平
原
贈
竝
序
﹂
と
題
し
︑﹃
古
詩
紀
﹄
卷
三
⼗

五
に
﹁
贈
弟
⼠
⿓
﹂
と
題
す
る
︒
陸
機
と
陸
雲
は
各
々
成
都
王
司
⾺
穎
の
推
薦
に
よ
�
て
平
原
內
史
と
清
河
內
史
に
な
る
の
は
︑

太
安
⼆
年
︵
三
〇
三
︶
で
あ
る
の
で
︑﹃
⽂
館
詞
林
﹄
や
﹃
陸
⼠
⿓
⽂
集
﹄
の
タ
イ
ト
ル
は
︑
後
の
⼈
が
作
�
た
の
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
︑
朱
東
潤
﹃
陸
機
年
表
﹄︑
郝
⽴
權
﹃
陸
⼠
衡
詩
註
﹄︵
⼈
⺠
⽂
學
出
版
社
︑
⼀
九
五
四
年
︶
に
既
に
指
摘
が

あ
る
︒ 

︵
14
︶ 

例
え
ば
︑
姜
劍
雲
﹁
太
康
⽂
學
學
術
史
疑
案
新
斷
﹂︵﹃
太
康
⽂
學
硏
究
﹄
第
七
章
︑
中
華
書
局
︑
⼆
〇
〇
三
年
︶
は
︑
仕
宦
以

前
の
⼊
洛
を
三
回
だ
と
想
定
し
て
い
る
︒
姜
⽒
は
捕
虜
と
し
て
の
⼊
洛
と
⻄
晉
に
仕
え
る
爲
の
⼊
洛
の
間
︑
太
康
五
年
に
も
⼊
洛

し
た
こ
と
が
あ
る
と
論
じ
て
い
る
︒ 

︵
15
︶ 

⾼
橋
和
⺒
の
ほ
か
︑
前
掲
注
︵
10
︶
陳
莊
論
⽂
︑
ま
た
顧
農
﹃
漢
末
三
國
兩
晉
⽂
學
史
�
從
孔
融
到
陶
淵
明
﹄︵
鳳
凰
出
版
社
︑

⼆
〇
⼀
三
年
︶
も
同
じ
觀
點
で
あ
る
︒ 

︵
16
︶ 

﹃
南
史
﹄
卷
⼗
三
劉
義
康
傳
に
︑﹁
袁
淑
嘗
詣
義
康
︑
義
康
問
其
年
︑
答
⽈
︑﹃
鄧
仲
華
拜
袞
之
歲
︒﹄
義
康
⽈
︑﹃
⾝
不
識
也
︒
﹄

淑
⼜
⽈
︑﹃
陸
機
⼊
洛
之
年
︒
﹄
義
康
⽈
︑﹃
⾝
不
讀
書
︑
君
無
爲
作
才
語
⾒
向
︒﹄﹂
と
あ
る
︒ 

︵
17
︶ 

劉
汝
霖
﹃
漢
晉
學
術
編
年
﹄︵
中
華
書
局
︑
⼀
九
⼋
七
年
︶︑
曹
道
衡
﹁
陸
機
事
跡
雜
考
﹂︵﹃
中
古
⽂
史
叢
稿
﹄︑
河
北
⼤
學
出

版
社
︑
⼆
〇
〇
三
年
︶
を
參
照
︒ 

︵
18
︶ 

﹃
晉
書
﹄
卷
四
惠
帝
紀
︑
卷
五
⼗
五
潘
岳
傳
を
參
照
︒ 

︵
19
︶ 

前
掲
楊
明
﹁
陸
機
年
表
﹂
を
參
照
︒ 

︵
20
︶ 

楊
明
は
︑
陸
機
が
元
康
六
年
に
作
成
し
た
﹁
答
賈
⻑
淵
﹂︵﹃
⽂
選
﹄
卷
⼆
⼗
四
︶
の
中
で
﹁
游
跨
三
春
︑
情
固
⼆
秋
﹂︑
つ
ま
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り
︑
元
康
四
年
秋
ま
で
に
春
を
三
度
︑
秋
を
⼆
度
經
た
と
述
べ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
逆
算
し
︑
元
康
元
年
の
年
末
と
考
え
る
︒
し

か
し
︑
こ
の
計
算
⽅
に
從
う
と
︑﹁
契
闊
踰
三
年
﹂
の
﹁
踰
﹂
が
成
⽴
し
な
い
︒
こ
の
﹁
三
年
﹂
に
つ
い
て
︑
楊
⽒
は
實
際
の
年

數
で
は
な
く
︑
⾃
然
の
年
數
だ
と
考
え
て
い
る
︵﹁
元
康
元
年
末
⾄
四
年
秋
⾸
尾
四
年
﹂︶︒
つ
ま
り
︑
陸
機
の
中
の
﹁
踰
三
年
﹂

は
︑
元
康
元
年
︑
元
康
⼆
年
︑
元
康
三
年
︑
元
康
四
年
だ
と
考
え
て
い
る
︒
し
か
し
︑
楊
⽒
は
﹁
謝
平
原
內
史
表
﹂
の
﹁
⼊
朝
九

載
﹂
を
解
釋
す
る
際
に
︑
⾃
然
の
年
數
を
取
ら
ず
︑
實
際
に
經
た
年
數
と
考
え
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
計
算
の
基
準
が
異
な
る
點

に
つ
い
て
︑
檢
討
の
餘
地
が
あ
る
と
思
う
︒﹁
答
賈
⻑
淵
﹂
と
﹁
謝
平
原
內
史
表
﹂
の
創
作
と
は
︑
約
六
年
の
隔
た
り
が
あ
る
も

の
の
︑
陸
機
本
⼈
の
時
間
認
識
は
變
わ
�
て
い
な
い
と
思
う
︒
陸
機
が
⾃
然
年
數
を
記
し
た
の
か
︑
實
際
に
經
た
年
數
を
記
し
た

の
か
︒こ
の
問
題
に
つ
い
て
︑魏
晉
以
降
の
序
數
に
よ
る
紀
⽇
の
習
慣
か
ら
檢
討
し
た
い
︒陳
侃
理﹁
序
數
紀
⽇
的
產
⽣
與
通
⾏
﹂

︵﹃
⽂
史
﹄︑
⼆
〇
⼀
六
年
︑
第
三
期
︶
に
よ
れ
ば
︑
漢
代
以
前
は
︑
主
に
﹁
⼲
⽀
﹂
に
よ
る
紀
⽇
で
あ
る
︒
後
漢
末
期
以
降
は
︑

公
⽂
書
を
除
け
ば
主
に
序
數
に
よ
る
︒
兩
者
を
⽐
べ
る
と
︑﹁
⼲
⽀
紀
⽇
﹂
は
⾃
然
の
⽇
に
ち
が
わ
か
り
や
す
く
︑﹁
序
數
紀
⽇
﹂

は
實
際
に
經
た
時
間
を
計
算
し
や
す
い
︒
こ
の
⼆
つ
の
紀
⽇
⽅
法
の
裏
に
は
︑
古
代
⼈
の
時
間
意
識
の
變
化
が
窺
え
る
で
あ
ろ

う
︒
⻄
晉
の
陸
機
の
時
間
意
識
と
し
て
は
︑
序
數
に
よ
り
數
え
る
場
合
も
あ
る
︒﹁
謝
平
原
內
史
表
﹂
の
冒
頭
に
﹁
陪
⾂
機
⾔
︑

今
⽉
九
⽇
︑
魏
郡
太
守
遣
丞
張
含
齎
板
詔
書
綬
︑
假
⾂
以
平
原
內
史
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
︒
實
際
に
經
た
年
數
を
記
し
て
い
る
は

ず
で
あ
る
︒
當
時
の
⼀
般
的
な
習
慣
と
陸
機
個
⼈
の
⽅
法
を
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
︑﹁
三
年
﹂︑﹁
九
載
﹂
は
︑
序
數
に
よ
る
紀
年

も
實
際
に
經
た
年
數
と
な
る
︒ 

ま
た
︑
楊
⽒
の
證
據
と
す
る
﹁
游
跨
三
春
︑
情
固
⼆
秋
﹂
の
句
の
前
に
﹁
昔
我
逮
茲
︑
時
惟
下
僚
︒
及
⼦
棲
遲
︑
同
林
異
條
﹂

と
あ
る
︒
陸
・
賈
⼆
⼈
は
共
に
東
宮
に
侍
べ
�
て
⾔
�
た
が
︑
官
職
が
異
な
�
て
お
り
︑
必
ず
し
も
陸
機
が
東
宮
に
⼊
�
た
ば
か

り
の
時
期
に
賈
謐
と
知
り
合
い
に
な
�
た
わ
け
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
︒
故
に
︑
こ
の
⼀
句
に
の
み
基
づ
き
陸
機
の
太
⼦
洗
⾺
の
時

期
を
精
密
に
計
算
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
︒
證
據
と
し
て
︑﹁
吳
王
郎
中
時
從
梁
陳
作
﹂
の
中
の
﹁
契
闊
踰
三
年
﹂
の
⼀

句
を
更
に
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
︒ 

︵
21
︶ 

﹃
⽂
選
﹄
卷
三
⼗
七
﹁
謝
平
原
內
史
表
﹂
李
善
注
を
參
照
︒ 

︵
22
︶ 

前
揭
楊
明
年
表
︑
お
よ
び
⽮
⽥
博
⼠
﹁
愍
懷
太
⼦
の
東
宮
に
お
け
る
詩
歌
制
作
の
新
た
な
る
展
開
﹂︵﹃
六
朝
學
術
學
會
報
﹄︑



 27 

第
九
集
︑
⼆
〇
〇
⼋
年
︶
を
參
照
︒ 

︵
23
︶
 
狩
野
直
喜
﹃
魏
晉
學
術
考
﹄︵
筑
摩
書
房
︑
⼀
九
六
⼋
年
︶
を
參
照
︒
こ
の
本
は
狩
野
直
禎
︑
吉
川
幸
次
郎
な
ど
が
狩
野
直
喜

の
⼀
九
⼆
六
年
か
ら
⼀
九
⼆
⼋
年
の
間
に
⾏
な
�
た
講
義
を
整
理
し
て
出
版
し
て
い
た
︒ 

︵
24
︶
 

陳
世
驤
﹁
陸
機
の
⽣
涯
と
⽂
賦
製
作
の
正
確
年
代
﹂︵
京
都
⼤
學
中
國
⽂
學
會
﹃
中
國
⽂
學
報
﹄
第
⼋
册
︑
⼀
九
五
⼋
年
︑
⼀

海
知
義
譯
︶
を
參
照
︒
陳
世
驤
は
⼀
九
五
七
年
に
京
都
⼤
學
⽂
學
部
中
國
⽂
學
硏
究
室
を
訪
問
し
た
時
に
︑﹁
⽂
賦
﹂
の
集
中
講

義
を
⾏
な
�
て
い
た
︒
こ
の
論
⽂
は
も
と
も
と
陳
世
驤
﹃Literature A

s Light A
gainst D

arkness

﹄︵N
ational Peking 

U
niversity Sem

i - C
entennial Papers

︑
⼀
九
四
⼋
年
︶
の
第
⼀
章
﹁Lu C

hi's Life and C
orrect D

ate of his 

﹃Essay 
on Literature

﹄﹂
で
あ
る
︒ 

︵
25
︶
⼀
海
知
義
﹁
⽂
選
挽
歌
詩
考
﹂︵
京
都
⼤
學
中
國
⽂
學
會
﹃
中
國
⽂
學
報
﹄
第
⼗
⼆
册
︑
⼀
九
六
〇
年
︶
を
參
照
︒ 

︵
26
︶
 
⾼
橋
和
⺒
﹁
陸
機
の
傳
記
と
そ
の
⽂
學
﹂
上
︵
京
都
⼤
學
中
國
⽂
學
會
﹃
中
國
⽂
學
報
﹄
第
⼗
⼀
册
︑
⼀
九
五
九
年
︶︑﹁
陸

機
の
傳
記
と
そ
の
⽂
學
﹂
下
︵
京
都
⼤
學
中
國
⽂
學
會
﹃
中
國
⽂
學
報
﹄
第
⼗
⼆
册
︑
⼀
九
六
〇
年
︶
を
參
照
︒ 

︵
27
︶
 

興
膳
宏
﹃
潘
岳
・
陸
機
﹄︵
筑
摩
書
房
︑
⼀
九
七
三
年
︶︑
同
⽒
﹁
⽂
學
理
論
史
か
ら
⾒
た
﹁
⽂
賦
﹂﹂︵﹃
中
國
の
⽂
學
理
論
﹄︑

筑
摩
書
房
︑
⼀
九
⼋
⼋
年
︶
を
參
照
︒ 

︵
28
︶
 
釜
⾕
武
志
﹁
陸
雲
﹁
兄
へ
の
書
簡
﹂̶

̶
そ
の
⽂
學
論
的
考
察
﹂︵
京
都
⼤
學
中
國
⽂
學
會
﹃
中
國
⽂
學
報
﹄
第
⼆
⼗
⼋
册
︑

⼀
九
七
七
年 

︶
を
參
照
︒ 

︵
29
︶
 
⽊
津
祐
⼦
﹁
美
と
し
て
の
樂
へ
�﹁
⽂
賦
﹂
に
お
け
る
⾳
﹂︵
京
都
⼤
學
中
國
⽂
學
會
﹃
中
國
⽂
學
報
﹄︑
第
五
⼗
册
︑
⼀
九
九

五
年
︶︑
同
⽒
﹁
陸
機
と
﹁
楚
﹂̶

̶

聲
律
意
識
の
形
成
に
つ
い
て
﹂︵
京
都
⼤
學
中
國
⽂
學
會
﹃
中
國
⽂
學
報
﹄
第
五
⼗
三
册
︑

⼀
九
九
六
年
︶︑
前
掲
注
︵
25
︶
興
膳
宏
硏
究
及
び
饒
宗
頤 
﹁
陸
機
⽂
賦
理
論
與
⾳
樂
之
關
係
﹂︵
京
都
⼤
學
中
國
⽂
學
會
﹃
中

國
⽂
學
報
﹄
第
⼗
四
册
︑
⼀
九
六
⼀
年
︶
を
參
照
す
る
︒ 

︵
30
︶ 

⾐
川
賢
次
﹁
六
朝
模
擬
詩
⼩
考
﹂︵
京
都
⼤
學
中
國
⽂
學
會
﹃
中
國
⽂
學
報
﹄
第
三
⼗
⼀
册
︑
⼀
九
⼋
〇
年
︶︑
松
本
幸
男
﹁
陸

機
兄
弟
の
四
⾔
贈
答
詩
に
つ
い
て
﹂︵﹃
⽴
命
館
⽂
學
﹄
第
五
⼀
⼀
號
︑
⼀
九
⼋
九
年
︑
後
﹃
魏
晉
詩
壇
の
硏
究
﹄﹇
朋
友
書
店
︑

⼀
九
九
五
年
﹈
に
收
錄
︶
を
參
照
︒ 
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︵
31
︶ 

斯
波
六
郎
﹃
中
國
⽂
學
に
お
け
る
孤
獨
感
﹄︵
岩
波
書
店
︑
⼀
九
五
⼋
年
︶︒ 

︵
32
︶ 

⼩
尾
郊
⼀
﹁
陸
機
の
⽂
賦
の
意
圖
す
る
も
の
﹂︵﹃
廣
島
⼤
學
⽂
學
部
紀
要
﹄
第
⼆
⼗
⼋
卷
⼀
號
︑
⼀
九
六
⼋
年
︶︑
福
井
佳
夫

﹁
陸
機
の
﹁
⽂
賦
﹂
の
⽂
章
に
つ
い
て
﹂︵
上
︑
下
︶︵﹃
中
國
中
世
⽂
學
硏
究
﹄
第
五
⼗
七
・
五
⼗
⼋
號
︑
⼆
〇
⼀
〇
年
︑
後
に

﹃
六
朝
⽂
評
價
の
硏
究
﹄
汲
古
書
院
︑
⼆
〇
⼀
七
年
に
收
錄
さ
れ
る
︶︑
同
⽒
﹁
六
朝
駢
⽂
の
對
偶
に
關
す
る
⼀
考
察̶

̶

說
得

的
效
果
を
め
ぐ
�
て
﹂︵﹃
東
⽅
學
﹄
第
⼋
⼗
五
輯
︑
⼀
九
九
三
年
︑
後
に
﹃
六
朝
⽂
體
論
﹄﹇
汲
古
書
院
︑
⼆
〇
⼀
四
年
﹈
に
收

錄
︶
を
參
照
︒ 

︵
33
︶  

藤
井
守
﹁
⻄
晉
時
代
の
樂
府
詩̶

̶

陸
機
を
中
⼼
と
し
て
﹂︵﹃
廣
島
⼤
學
⽂
學
紀
要
﹄
第
三
⼗
六
卷
︑
⼀
九
七
六
年
︶︑
阿

部
正
和
﹁
陸
機
の
樂
府
に
つ
い
て
﹂︵﹃
中
國
中
世
⽂
學
硏
究
﹄
第
三
⼗
號
︑
⼀
九
九
六
年
︶︑
同
⽒
陸
機
の
﹁
臨
川
﹂
に
つ
い
て
﹂

︵﹃
中
國
中
世
⽂
學
硏
究
﹄
第
五
⼗
⼀
號
︑
⼆
〇
〇
七
年
︶︒ 

︵
34
︶ 

森
野
繁
夫
﹃
六
朝
詩
の
硏
究
﹄︵
第
⼀
學
習
社
︑
⼀
九
七
六
年
︶︑
佐
藤
利
⾏
﹃
⻄
晉
⽂
學
硏
究̶

̶

陸
機
を
中
⼼
と
し
て̶

̶

﹄︵
⽩
帝
社
︑
⼀
九
九
五
年
︶︑
同
⽒
﹃
陸
⼠
衡
詩
集
﹄︵
⽩
帝
社
︑
⼆
〇
〇
⼀
年
︶
な
ど
を
參
照
︒ 

︵
35
︶ 

林
⽥
愼
之
助
﹁
漢
魏
六
朝
⽂
學
論
に
あ
ら
わ
れ
た
情
と
志
の
問
題
﹂︵﹃
中
國
學
論
集
�
⽬
加
⽥
誠
博
⼠
還
曆
記
念
﹄︑
⼤
安
書

店
︑
⼀
九
六
四
年
︶︑
同
⽒
﹁
典
論
論
⽂
と
⽂
賦
﹂︵
九
州
⼤
學
﹃
⽂
學
硏
究
﹄
第
七
⼗
五
輯
︑
⼀
九
七
⼋
年
︶
を
參
照
︒ 

︵
36
︶ 

柳
川
順
⼦
﹁
陸
機
に
お
け
る
﹃
辨
亡
論
﹄
制
作
の
意
圖
﹂︵﹃
筑
紫
⼥
學
園
⼤
學
紀
要
﹄
第
⼆
號
︑
⼀
九
九
〇
年
︶︑﹁
陸
機
﹃
擬

古
詩
﹄
試
論
﹂︵﹃
筑
紫
⼥
學
園
⼤
學
國
際
⽂
學
硏
究
所
論
叢
﹄
第
⼆
號
︑
⼀
九
九
⼀
年
︶︑﹁
陸
機
擬
す
る
所
の
古
詩
に
つ
い
て
﹂

︵﹃
中
國
⽂
學
論
集
﹄
第
⼆
⼗
⼋
號
︑
⼀
九
九
九
年
︶︑﹁
陸
機
に
お
け
る
﹃
擬
古
詩
﹄
制
作
の
動
機
に
つ
い
て
﹂︵﹃
六
朝
學
術
學

會
報
﹄
第
⼆
集
︑
⼆
〇
〇
⼀
年
︶︑﹃
漢
代
五
⾔
詩
歌
史
の
硏
究
﹄︵
創
⽂
社
︑
⼆
〇
⼀
三
年
︶
を
參
照
︒ 

︵
37
︶ 

後
藤
秋
正
﹁﹁
慷
慨
﹂
の
軌
跡̶

̶

曹
植
・
嵇
康
・
阮
籍
か
ら
陸
機
へ
﹂︵﹃
中
國
⽂
史
哲
學
論
集
�
加
賀
博
⼠
退
官
記
念
﹄︑
講

談
社
︑
⼀
九
七
九
年
︶︑
⾨
脇
廣
⽂
﹁
陸
機
﹁
擬
古
詩
⼗
⼆
⾸
﹂
考
﹂︵
⼤
東
⽂
化
⼤
學
﹃
東
洋
硏
究
﹄
第
六
⼗
九
號
︑
⼀
九
⼋

四
年
︶︑
⻑
⾕
部
剛
﹁
陸
機
の
擬
樂
府
︑
お
よ
び
擬
古
詩
に
つ
い
て
﹂︵
早
稻
⽥
⼤
學
中
國
⽂
學
會
﹃
中
國
⽂
學
硏
究
﹄
第
⼆
⼗

七
卷
︑
⼆
〇
〇
⼀
年
︶︑
狩
野
雄
﹃
⾹
り
の
詩
學̶

̶

三
國
⻄
晉
詩
の
芳
⾹
表
現
﹄︵
知
泉
書
館
︑
⼆
〇
⼆
⼀
年
︶
を
參
照
︒ 

︵
38
︶  

佐
⽵
保
⼦﹁
陸
機
の
天
⼈
對̶

̶

先
秦
か
ら
⻄
晉
に
⾄
る
對
偶
の
⼀
樣
相
﹂︵﹃
集
刊
東
洋
學
﹄第
⼋
⼗
九
號
︑⼆
〇
〇
三
年
︶︑
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﹁
陸
機
﹁
演
連
珠
﹂
五
⼗
⾸
に
つ
い
て̶

̶

多
元
性
敘
情
性
﹂︵﹃
⽇
本
中
國
學
會
報
﹄
第
五
⼗
五
集
︑
⼆
〇
〇
三
年
︶︑
陸
機
﹁
演

連
珠
﹂
の
構
成
上
の
特
質
︵﹃
六
朝
學
術
學
會
報
﹄
第
四
號
︑
⼆
〇
〇
三
年
︶
を
參
照
︒ 

︵
39
︶ 
渡
邉
義
浩
﹁
陸
機
の
君
主
觀
と
弔
魏
武
帝
⽂
﹂︵﹃
⼤
東
⽂
化
⼤
學
漢
學
會
誌
﹄
第
四
⼗
九
輯
︑
⼆
〇
⼀
〇
年
︶︑﹁
陸
機
の
﹁
封

建
﹂
論
と
貴
族
制
﹂︵﹃
⽇
本
中
國
學
會
報
﹄
第
六
⼗
⼆
集
︑
⼆
〇
⼀
〇
年
︶
を
參
照
︒
兩
⽂
は
後
に
﹃
⻄
晉
﹁
儒
教
國
家
﹂
と

貴
族
制
﹄︑
汲
古
書
院
︑
⼆
〇
⼀
〇
年
︶
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
︒ 
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第
⼀
章  

晉
書
限
斷
論
と
陸
機 

  
第
⼀
節
 

晉
王
朝
は
い
つ
始
ま
�
た
の
か 

 

史
書
を
編
纂
す
る
際
︑
そ
の
王
朝
の
創
業
を
ど
の
時
點
に
定
め
る
か
が
問
題
と
な
る
︒
こ
れ
を
限
斷
と
⾔
い
︑
こ
の
こ
と
を
議
す
る

の
を
限
斷
論
と
い
う
︒
⻄
晉
の
場
合
︑
建
國
の
基
礎
を
築
い
た
の
は
司
⾺
懿
︑
司
⾺
師
︑
司
⾺
昭
⽗
⼦
で
あ
る
が
︑
正
式
に
皇
帝
に
即

位
し
た
の
は
司
⾺
炎
で
あ
る
︒
從
�
て
︑
晉
朝
の
國
史
編
纂
に
あ
た
り
︑
武
帝
と
惠
帝
の
時
期
に
討
論
が
⾏
わ
れ
︑
お
よ
び
四
つ
の
說

が
出
さ
れ
た
︒ 

第
⼀
の
⾒
解
は
正
始
元
年
︵
⼆
四
〇
︶
說
で
あ
る
︵
以
下
﹁
正
始
說
﹂
と
稱
す
︶︒
魏
の
景
初
三
年
︵
⼆
三
九
︶︑
明
帝
曹
叡
の
崩
御

に
伴
い
︑
幼
い
⿑
王
曹
芳
が
即
位
し
︑
翌
年
⼀
⽉
に
年
號
を
﹁
正
始
﹂
に
改
元
し
た
︒
明
帝
は
臨
終
に
際
し
︑
司
⾺
懿
と
曹
爽
の
⼆
⼈

に
曹
芳
の
補
佐
を
託
し
た
︒
各
々
三
千
の
精
兵
を
統
率
し
︑
共
同
で
の
補
佐
が
始
ま
�
た
︒
つ
ま
り
正
始
說
は
︑
司
⾺
懿
の
共
同
執
政

を
晉
朝
の
始
ま
り
と
し
た
の
で
あ
る
︒ 

第
⼆
は
嘉
平
元
年
︵
⼆
四
九
︶
說
で
あ
る
︵
以
下
﹁
嘉
平
說
﹂
と
稱
す
︶︒
正
始
⼗
年
︵
⼆
四
九
︶
正
⽉
︑
⾼
平
陵
の
變
が
起
こ
り
︑

司
⾺
懿
は
曹
爽
の
三
族
と
配
下
の
⼦
郎
黨
三
百
餘
⼈
を
誅
殺
し
た
︒
そ
し
て
同
年
四
⽉
︑
年
號
を
﹁
嘉
平
﹂
と
改
め
た
︒
こ
の
事
件
後
︑

魏
の
宗
室
曹
⽒
の
勢
⼒
は
衰
退
し
︑
司
⾺
⽒
に
よ
る
政
權
の
獨
占
が
始
ま
�
た
︒ 

第
三
は
泰
始
元
年
︵
⼆
六
五
︶
年
說
で
あ
る
︵
以
下
﹁
泰
始
說
﹂
と
稱
す
︶︒
魏
の
元
帝
咸
熙
⼆
年
︵
⼆
六
五
︶
⼋
⽉
︑
司
⾺
昭
が
亡

く
な
�
た
︒
⼗
⼀
⽉
に
司
⾺
炎
が
魏
元
帝
の
禪
讓
を
受
け
て
晉
朝
を
建
て
︑﹁
泰
始
﹂
と
開
元
し
た
︒
泰
始
說
は
︑
晉
王
朝
の
正
式
な
成

⽴
を
晉
朝
の
始
ま
り
と
す
る
︒ 
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第
四
は
陸
機
の
主
張
す
る
太
康
元
年
︵
⼆
⼋
〇
︶
說
で
あ
る
︵
以
下
﹁
太
康
說
﹂
と
稱
す
︶︒
⻄
晉
の
咸
寧
六
年
︵
⼆
⼋
〇
︶
三
⽉
︑

王
濬
が
吳
の
都
建
業
に
進
攻
し
︑
吳
の
最
後
の
皇
帝
孫
皓
は
投
降
し
た
︒
こ
れ
に
よ
り
晉
は
全
國
統
⼀
を
果
た
し
︑
年
號
を
﹁
太
康
﹂

に
改
め
た
︒
太
康
說
は
全
國
統
⼀
を
晉
朝
の
始
ま
り
と
す
る
︒
後
述
す
る
が
︑
こ
の
說
が
存
在
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
︑
先
⾏
硏
究
に

議
論
が
あ
る
が
︑
論
者
は
確
か
に
存
在
し
て
い
る
と
思
う
︒ 

前
の
四
つ
の
說
を
⼀
⾒
す
れ
ば
︑
⻄
晉
王
朝
の
創
始
者
が
誰
に
あ
た
る
の
か
︑
と
い
う
問
題
に
あ
る
が
︑
魏
晉
禪
讓
の
際
に
︑
晉
武

帝
司
⾺
炎
は
す
で
に
祖
⽗
司
⾺
懿
・
伯
⽗
司
⾺
師
・
⽗
親
司
⾺
昭
を
皇
帝
に
追
尊
し
た
︵
１
︶︒
ゆ
え
に
︑
な
ぜ
限
斷
の
問
題
が
後
世
に

お
い
て
議
論
さ
れ
る
に
⾄
�
た
の
か
︑
少
々
理
解
が
難
し
い
︒ 

⻄
晉
の
限
斷
の
問
題
に
つ
い
て
︑
す
で
に
多
く
先
⾏
硏
究
が
あ
り
︑
主
に
正
統
論
の
視
點
か
ら
︑
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
︵
２
︶ 

が
︑

そ
の
據
る
材
料
に
對
す
る
解
讀
︑
ま
た
主
張
の
背
後
の
原
因
︑
及
び
陸
機
の
提
案
に
つ
い
て
︑
ま
だ
檢
討
の
餘
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
︒ 

本
章
で
は
︑
は
じ
め
に
各
說
と
そ
の
分
岐
點
を
紹
介
し
︑
次
に
各
說
の
裏
つ
け
と
な
る
原
因
に
つ
い
て
解
釋
を
試
み
る
︒
最
後
に
︑

陸
機
が
實
際
に
執
筆
し
た
際
の
折
衷
案
に
つ
い
て
も
檢
討
し
た
い
︒ 

 

第
⼆
節
 

晉
朝
で
の
議
論 

 

晉
朝
の
國
史
編
纂
は
︑
全
國
統
⼀
後
に
始
ま
�
た
︒
編
纂
に
あ
た
り
︑
ま
ず
︑
限
斷
問
題
を
解
決
す
る
必
要
が
あ
�
た
︒
そ
れ
以
前

の
史
書
は
︑
必
ず
し
も
即
位
し
た
皇
帝
か
ら
始
ま
�
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
︒
例
え
ば
︑﹃
尚
書
﹄
の
﹁
虞
書
﹂
は
舜
に
禪
讓
し
た
堯
か

ら
始
ま
り
︑﹃
春
秋
﹄
に
は
︑
攝
政
す
る
隱
公
か
ら
書
き
始
め
て
い
る
︒
斷
代
史
の
﹃
漢
書
﹄
は
劉
邦
本
⼈
が
創
始
者
と
踐
祚
者
を
兼
ね

て
い
る
た
め
檢
討
の
對
象
と
な
ら
な
い
︒
漢
・
魏
の
王
朝
交
替
に
お
い
て
は
︑
創
始
者
と
踐
祚
者
が
同
⼀
で
は
な
い
︒
王
沈
﹃
魏
書
﹄︑

陳
壽
﹃
三
國
志
﹄︵
晉
書
限
斷
の
議
論
と
同
時
期
に
編
纂
︶
の
⼆
書
と
も
魏
朝
の
創
始
者
で
あ
る
曹
操
の
﹁
武
帝
紀
﹂
を
發
端
と
し
た
︒

こ
の
よ
う
な
先
例
が
あ
�
た
た
め
︑
晉
書
の
斷
限
が
問
題
と
な
�
た
の
で
あ
る
︒
⻄
晉
の
議
論
は
武
帝
朝
と
惠
帝
朝
の
⼆
回
⾏
わ
れ
て

い
た
︒
そ
し
て
前
⽂
に
述
べ
た
四
つ
の
說
が
提
起
さ
れ
て
い
た
︒
前
三
說
の
記
述
が
﹃
晉
書
﹄
卷
四
⼗
賈
謐
傳
に
⾒
ら
れ
て
い
る
︒
こ
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こ
で
原
⽂
と
書
き
下
し
⽂
を
載
せ
る
︒ 

 
︵
賈
謐
︶
歷
位
散
騎
常
侍
︑
後
軍
將
軍
︒
廣
城
君
薨
︑
去
職
︒
喪
未
終
︑
起
爲
秘
書
監
︑
掌
國
史
︒
先
是
︑
朝
廷
議
⽴
晉
書
限
斷
︑

中
書
監
荀
勖
謂
宜
以
魏
正
始
起
年
︒
著
作
郎
王
瓚
欲
引
嘉
平
已
下
朝
⾂
盡
⼊
晉
史
︒
於
時
依
違
︑
未
有
所
決
︒
惠
帝
⽴
︑
更
使
議

之
︒
謐
上
議
︑
請
從
泰
始
爲
斷
︒
於
是
事
下
三
府
︑
司
徒
王
戎
・
司
空
張
華
・
領
軍
將
軍
王
衍
・
侍
中
樂
廣
・
⿈
⾨
侍
郎
嵇
紹
・

國
⼦
博
⼠
謝
衡
皆
從
謐
議
︒
騎
都
尉
濟
北
侯
荀
畯
・
侍
中
荀
藩
・
⿈
⾨
侍
郎
華
混
以
爲
宜
⽤
正
始
開
元
︒
博
⼠
荀
熙
・
刁
協
謂
宜

嘉
平
起
年
︒
謐
重
執
奏
戎
・
華
之
議
︒
事
遂
施
⾏
︒ 

︵
賈
謐
は
︶
散
騎
常
侍
︑
後
軍
將
軍
を
歷
位
す
︒
廣
城
君
薨
じ
︑
職
を
去
る
︒
喪
未
だ
終
へ
ず
︑
起
ち
て
秘
書
監
と
爲
り
︑
國

史
を
掌
る
︒
是
よ
り
先
︑
朝
廷
は
晉
書
の
斷
限
を
⽴
つ
る
を
議
す
︒
中
書
監
荀
勖
︑
宜
し
く
魏
の
正
始
を
以
て
起
年
す
べ
し
と

謂
ふ
︒
著
作
郎
王
瓚
︑
嘉
平
以
下
の
朝
⾂
を
引
き
て
︑
盡
く
晉
史
に
⼊
れ
ん
と
欲
す
︒
時
に
違
あ
る
に
依
り
︑
未
だ
決
す
る
所

あ
ら
ず
︒
惠
帝
⽴
ち
︑
更
に
こ
れ
を
議
せ
し
む
︒
謐
上
議
し
︑
泰
始
よ
り
斷
と
爲
す
を
請
ふ
︒
是
に
於
い
て
事
三
府
に
下
り
︑

司
徒
王
戎
・
司
空
張
華
・
領
軍
將
軍
王
衍
・
侍
中
樂
廣
・
⿈
⾨
侍
郎
嵇
紹
・
國
⼦
博
⼠
謝
衡
は
皆
謐
の
議
に
從
ふ
︒
騎
都
尉
濟

北
侯
荀
畯
・
侍
中
荀
藩
・
⿈
⾨
侍
郎
華
混
以
爲
ら
く
宜
し
く
正
始
を
⽤
�
て
開
元
す
べ
し
と
︒
博
⼠
荀
煕
・
刁
協
宜
し
く
嘉
平

を
⽤
�
て
開
元
す
べ
し
と
謂
ふ
︒
謐
重
ね
て
戎
・
華
の
議
を
執
奏
す
︒
事
遂
に
施
⾏
せ
り
︒
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

︵﹃
晉
書
﹄
卷
四
⼗
︑
賈
謐
傳
︶
 
 
 
 
 
  

 

第
⼀
回
の
議
論
は
︑
前
掲
注
︵
２
︶
の
俞
⼠
玲
︑
柳
春
新
の
說
に
よ
る
と
︑
武
帝
太
康
年
間
に
⾏
な
わ
れ
た
︵
３
︶︒
こ
の
議
論
で
は
︑

中
書
監
荀
勖
が
正
始
說
︑
著
作
郎
王
瓚
が
嘉
平
說
を
唱
え
︑
泰
始
說
は
提
起
さ
れ
て
い
な
い
︒
第
⼆
回
の
議
論
は
︑
俞
⽒
と
柳
⽒
の
說

に
よ
る
と
︑
惠
帝
の
元
康
⼋
年
︵
⼆
九
⼋
︶
に
あ
�
た
︒
こ
の
時
︑
荀
勖
の
息
⼦
︵
濟
北
侯
荀
畯
・
侍
中
荀
藩
︶︑
さ
ら
に
⿈
⾨
侍
郎
華

混
が
再
び
荀
勖
の
正
始
說
を
主
張
し
た
︒
博
⼠
荀
熙
と
刁
協
は
︑
王
瓚
の
嘉
平
說
を
と
�
た
︒
⼀
⽅
︑
秘
書
監
の
賈
謐
が
新
た
に
泰
始

說
を
提
起
し
た
︒ 

陸
機
が
こ
の
議
論
に
參
加
し
た
こ
と
に
つ
い
て
︑﹃
晉
書
﹄
に
は
⾔
及
が
な
い
︒
し
か
し
﹃
初
學
記
﹄︑﹃
北
堂
書
鈔
﹄
な
ど
の
類
書
に
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陸
機
が
晉
書
斷
限
の
議
論
に
參
加
し
た
こ
と
を
記
錄
し
て
い
る
︒ 

 
陸
⼠
衡
以
⽂
學
爲
秘
書
監
虞
濬
所
請
︑
爲
著
作
郎
︑
議
晉
書
限
斷
︒ 

陸
⼠
衡
は
⽂
學
を
以
て
秘
書
監
虞
濬
の
請
は
る
る
所
と
爲
る
︒
著
作
郎
と
爲
り
︑
晉
書
の
限
斷
を
議
す
︒   

︵︹
東
晉
︺
王
隱
﹃
晉
書
﹄︑﹃
初
學
記
﹄
卷
⼗
⼆
所
引
︶  

束
皙
︑
字
廣
微
︒
秘
書
監
賈
謐
請
爲
著
作
郎
︑
難
陸
⼠
衡
﹁
晉
書
限
斷
﹂︒ 

束
皙
︑
字
は
廣
微
︒
秘
書
監
賈
謐 

請
ひ
て
著
作
郎
と
爲
し
︑
陸
⼠
衡
の
﹁
晉
書
限
斷
﹂
を
難
ず
︒ 

︵︹
東
晉
︺
⼲
寶
﹃
晉
紀
﹄︑﹃
初
學
記
﹄
卷
⼗
⼆
所
引
︶  

こ
れ
ら
王
隱
﹃
晉
書
﹄
及
び
⼲
寶
﹃
晉
紀
﹄
の
逸
⽂
に
よ
れ
ば
︑
陸
機
と
賈
謐
の
意
⾒
が
異
な
�
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
賈
謐
は

服
喪
期
間
で
あ
�
た
が
︑
秘
書
監
に
任
じ
ら
れ
︑
束
皙
に
指
⽰
し
て
陸
機
の
意
⾒
に
反
論
さ
せ
た
︒
し
か
し
︑
具
體
的
に
ど
こ
に
齟
齬

が
あ
る
の
か
︑
類
書
に
殘
�
た
資
料
に
よ
る
だ
け
で
は
︑
陸
機
の
觀
點
は
分
か
ら
な
い
︒
幸
い
に
︑
前
掲
饒
宗
頤
の
著
書
に
指
摘
が
あ

り
︑﹃
隋
書
﹄
卷
四
⼗
⼆
李
德
林
傳
の
中
で
︑
李
德
林
︵
五
三
⼆
1
五
九
⼆
︶
と
魏
收
︵
五
〇
六
1
五
七
⼆
︶
が
當
時
北
⿑
の
國
史
の
限

斷
問
題
を
議
論
す
る
際
に
︑往
復
の
⼿
紙
の
中
で
度
々
陸
機
の
主
張
を
引
⽤
し
て
い
た︵
４
︶︒北
⿑
の
事
情
は
⻄
晉
と
類
似
し
て
い
た
︒

當
時
の
議
論
に
つ
い
て
︑
魏
收
は
北
⿑
の
創
業
の
主
で
あ
る
⾼
祖
⾼
歓
︵
四
九
六
1
五
四
七
︶
が
爾
朱
⽒
を
潰
し
た
北
魏
永
熙
元
年
︵
五

三
⼆
︶
を
國
史
の
起
元
と
考
え
て
い
る
︒
し
か
し
︑
陽
休
之
は
顯
祖
⾼
洋
︵
五
⼆
六
1
五
五
九
︶
が
東
魏
か
ら
禪
讓
を
受
け
た
天
保
元

年
︵
五
五
〇
︶
を
國
史
の
起
元
と
し
よ
う
と
す
る
︒
兩
派
の
意
⾒
は
朝
廷
で
議
論
さ
れ
て
い
た
︒
そ
の
頃
︑
魏
收
は
朝
廷
に
お
け
る
議

論
に
參
加
し
て
︑
ま
た
李
德
林
が
何
封
に
宛
て
た
⼿
紙
を
お
互
い
に
往
復
し
て
︑
討
論
し
て
い
た
︒
そ
の
際
に
︑
陸
機
の
主
張
が
度
々

引
⽤
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
⼿
紙
の
中
に
︑
陸
機
の
太
康
說
に
つ
い
て
の
四
つ
の
觀
點
が
垣
間
⾒
え
る
︒
前
掲
注
︵
２
︶
先
⾏
硏
究
に
︑

す
で
に
多
く
李
德
林
の
書
を
引
⽤
し
て
い
た
が
︑
そ
の
內
容
を
い
か
に
理
解
す
べ
き
か
︑
互
い
に
齟
齬
が
あ
り
︑
ま
だ
檢
討
の
餘
地
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
る︵
５
︶︒ゆ
え
に
⻑
⽂
で
あ
る
が
︑そ
の
中
に
陸
機
の
觀
點
を
⽰
す
箇
所
の
原
⽂
と
書
き
下
し
⽂
を
載
せ
る
︒ま
ず
︑
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第
⼀
の
觀
點
に
つ
い
て
⾒
て
み
よ
う
︒
第
⼀
の
觀
點
は
︑
⻄
晉
の
三
祖
を
正
式
な
皇
帝
と
⾒
做
す
べ
き
か
︑
と
い
う
問
題
に
關
聯
し
て

い
る
︒ 

 
德
林
答
⽈
︑…

…

陸
機
⾒
舜
﹁
肆
類
上
帝
︑
班
瑞
群
后
﹂︑
便
云
舜
有
天
下
︑
不
︵
６
︶
須
格
於
⽂
祖
也
︑
欲
使
晉
之
三
主
異
於
舜

攝
︒
竊
以
爲
舜
若
堯
死
︑
獄
訟
不
歸
︑
便
是
夏
朝
之
益
︑
何
得
不
須
格
於
⽂
祖
也
︒
若
使
⽤
王
者
之
禮
︑
便
⽈
即
眞
︑
則
周
公
負

扆
朝
諸
侯
︑
霍
光
⾏
周
公
之
事
︑
皆
眞
帝
乎
︒
斯
不
然
矣
︒
必
知
⾼
祖
與
舜
攝
不
殊
︑
不
得
從
⼠
衡
之
謬
︒ 

德
林
答
え
て
⽈
く
︑
陸
機
は
舜
の
﹁
肆こ

こ

に
上
帝
に
類
し
︑
瑞
を
群
后
に
班
す
る
﹂
を
⾒
︑
便
ち
舜
が
天
下
を
有
す
る
に
︑
⽂
祖

に
格
る
を
須 ま

た
ず
と
云
ひ
︑
晉
の
三
主
を
し
て
舜
の
攝
に
異
な
ら
し
め
ん
と
欲
す
︒
竊
か
に
以
爲
ら
く
舜
若
し
堯
死
し
て
︑
獄

訟
歸
せ
ざ
れ
ば
︑
便
ち
是
れ
夏
朝
の
益
な
り
︒
何
ぞ
⽂
祖
に
格
る
を
須
た
ざ
る
を
得
ん
や
︒
若
し
王
者
の
禮
を
⽤
ひ
︑
便
ち
即

眞
と
⽈
へ
ば
︑
則
ち
周
公 

扆
を
負
ひ
て
諸
侯
に
朝
し
︑
霍
光 

周
公
の
事
を
⾏
ふ
︑
皆
眞
帝
な
る
か
︒
斯
れ
然
ら
ず
︒
必
ず
⾼

祖 

舜
の
攝
と
殊
な
ら
ず
︑
⼠
衡
の
謬
り
に
從
ふ
を
得
ざ
る
を
知
る
な
り
︒ 

︵︹
隋
︺
李
德
林
﹁
與
魏
收
書
﹂︑﹃
隋
書
﹄
卷
四
⼗
⼆
李
德
林
傳
︶  

 
こ
の
⼀
段
か
ら
⾒
れ
ば
︑
陸
機
は
舜
が
﹁
肆
類
上
帝
︑
班
瑞
群
后
﹂
な
ど
禪
讓
の
禮
儀
を
⾏
�
た
後
に
す
で
に
天
⼦
に
な
り
︑
必
ず

し
も
舜
が
﹁
格
於
⽂
祖
﹂︑
つ
ま
り
實
權
を
掌
握
し
て
後
に
︑
よ
う
や
く
皇
帝
と
な
�
た
の
で
は
な
い
︑
と
主
張
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑

こ
の
主
張
に
基
づ
い
て
︑
⻄
晉
の
三
祖
は
國
史
の
起
源
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
︒ 

﹁
肆
類
上
帝
︑
班
瑞
群
后
﹂
は
﹃
尚
書
﹄
舜
典
の
中
の
は
な
し
で
あ
る
︒
こ
れ
は
舜
が
堯
の
禪
讓
を
受
け
る
際
に
︑
上
帝
を
祭
り
て
︑

諸
々
の
神
祀
る
儀
禮
で
あ
る
︒﹁
格
於
⽂
祖
﹂
は
﹁
肆
類
上
帝
︑
班
瑞
群
后
﹂
の
⼆
⼗
⼋
年
後
に
︑
堯
が
崩
御
し
て
︑
舜
は
⽂
祖
の
廟
に

詣
で
︑
諸
侯
や
官
員
を
封
じ
た
の
こ
と
で
あ
る
︒﹁
格
於
⽂
祖
﹂
は
實
權
を
掌
握
す
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
︒
要
す
る
に
︑
陸
機
は
︑
皇

帝
に
な
る
證
據
は
︑
⼈
事
な
ど
實
權
を
掌
握
す
る
か
否
か
に
關
わ
り
な
く
︑
禪
讓
の
儀
禮
が
あ
れ
ば
皇
帝
に
な
る
と
考
え
て
い
る
︒
ゆ
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え
に
︑
禪
讓
を
受
け
な
か
�
た
⻄
晉
の
三
祖
は
舜
と
は
異
な
り
︑
晉
朝
の
起
元
だ
と
⾒
な
せ
な
い
︑
と
主
張
し
て
い
る
︒ 

次
に
︑
第
⼆
の
觀
點
は
︑
紀
年
及
び
年
號
を
い
か
に
表
記
す
る
か
︑
と
い
う
問
題
に
關
聯
し
て
い
る
︒ 

 
漢
獻
帝
死
︑
劉
備
⾃
尊
崇
︒
陳
壽
蜀
⼈
︑
以
魏
爲
漢
賊
︒
寧
肯
蜀
主
未
⽴
︑
已
云
魏
武
受
命
乎
︒
⼠
衡
⾃
尊
本
國
︑
誠
如
⾼
議
︑

欲
使
三
⽅
⿍
峙
︑
同
爲
霸
名
︒
習
⽒
﹃
漢
晉
春
秋
﹄︑
意
在
是
也
︒
正
司
⾺
炎
兼
併
︑
許
其
帝
號
︒
魏
之
君
⾂
︑
吳
⼈
竝
以
爲
戮
賊
︑

亦
寧
肯
當
塗
之
世
︑
云
晉
有
受
命
之
徵
︒
史
者
︑
編
年
也
︑
故
魯
號
﹁
紀
年
﹂︒
墨
⼦
⼜
云
﹁
吾
⾒
百
國
春
秋
﹂︒
史
⼜
有
無
事
⽽

書
年
者
︑
是
重
年
驗
也
︒
若
欲
⾼
祖
事
事
謙
沖
︑
即
須
號
令
皆
推
魏
⽒
︒
便
是
編
魏
年
︑
紀
魏
事
︑
此
即
魏
末
功
⾂
之
傳
︑
豈
皇

朝
帝
紀
者
也
︒ 

漢
獻
帝
死
し
て
︑
劉
備
⾃
ら
尊
崇
す
︒
陳
壽
は
蜀
⼈
︑
魏
を
以
て
漢
賊
と
爲
す
︒
寧
く
ん
ぞ
蜀
主
未
だ
⽴
た
ず
︑
已
に
魏
武
の

受
命
す
を
云
ふ
を
肯
ぜ
ん
や
︒
⼠
衡
⾃
ら
本
國
を
尊
び
︑
誠
に
⾼
議
の
如
く
︑
三
⽅
を
し
て
⿍
峙
し
︑
同
に
覇
名
を
爲
さ
し
め

ん
と
欲
す
︒
習
⽒
﹃
漢
晉
春
秋
﹄︑
意
は
是
に
在
る
な
り
︒
正
に
司
⾺
炎
の
兼
併
す
る
に
あ
た
り
︑
其
の
帝
號
を
許
す
︒
魏
の
君

⾂
︑
吳
⼈
竝
び
に
以
て
戮
賊
と
爲
せ
ば
︑
亦
た
寧
く
ん
ぞ
當
塗
の
世
︑
晉
に
受
命
の
徴
り
と
を
云
ふ
を
肯
ん
ぜ
ん
や
︒
史
は
︑

編
年
な
り
︒
故
に
魯
は
﹁
紀
年
﹂
と
號
す
︒
墨
⼦
⼜
た
⽈
く
︑﹁
吾 

百
國
の
春
秋
を
⾒
る
﹂
と
︒
史
⼜
た
事
無
く
し
て
年
を
書

く
も
の
有
り
︑
是
れ
年
の
驗
を
重
ん
ず
る
な
り
︒
若
し
⾼
祖
の
事
事
謙
沖
な
ら
ん
こ
と
を
欲
す
れ
ば
︑
即
ち
須
ら
く
號
令
を
皆

魏
⽒
に
推
す
べ
し
︒
便
ち
是
れ
魏
の
年
を
編
し
︑
魏
の
事
を
紀
し
︑
此
れ
即
ち
魏
の
末
の
功
⾂
の
傳
︑
豈
に
復
た
皇
朝
の
帝
紀

な
る
者
な
ら
ん
や
︒
 
 
  

︵︹
隋
︺
李
德
林
﹁
與
魏
收
書
﹂︑﹃
隋
書
﹄
卷
四
⼗
⼆
李
德
林
傳
︶ 

 

 
李
德
林
は
﹃
三
國
志
﹄
の
中
に
魏
武
帝
曹
操
の
事
跡
を
後
漢
の
年
號
で
紀
年
し
︑
魏
・
蜀
・
吳
に
つ
い
て
も
︑
各
⾃
の
年
號
で
表
記

す
る
こ
と
︑
ま
た
︑
習
鑿
⿒
﹃
漢
晉
春
秋
﹄
に
後
漢
・
季
漢
︵
蜀
︶︑
及
び
晉
の
年
號
し
か
使
わ
な
い
こ
と
︑
さ
ら
に
陸
機
が
吳
國
の
滅

亡
以
前
に
︑
⻄
晉
の
受
命
を
承
認
し
な
い
こ
と
︑
と
い
う
三
つ
の
例
に
よ
�
て
︑
史
書
の
編
纂
者
が
⾃
國
を
尊
ぶ
た
め
︑
ほ
か
の
同
時

期
の
政
權
の
年
號
を
承
認
し
な
い
こ
と
を
論
じ
て
い
る
︒﹁
正
司
⾺
炎
兼
竝
︑
許
其
帝
號
﹂
に
從
え
ば
︑
陸
機
は
⻄
晉
が
太
康
元
年
に
全
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國
を
統
⼀
す
る
に
⾄
�
て
︑
⻄
晉
の
正
統
性
を
認
め
て
︑
⻄
晉
の
年
號
を
使
う
よ
う
に
な
る
︒
つ
ま
り
︑
陸
機
は
前
述
し
た
太
康
說̶

̶
太
康
元
年
を
⻄
晉
の
正
式
な
起
元
と
考
え
る̶

̶

を
主
張
し
た
こ
と
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︵
７
︶︒ 

第
三
の
觀
點
は
︑﹁
代
終
之
斷
﹂
と
﹁
受
命
之
元
﹂
と
い
う
⼆
種
類
王
朝
起
元
の
標
準
を
ど
ち
ら
に
從
う
か
︑
と
い
う
問
題
と
關
聯
し

て
い
る
︒ 

 

陸
機
稱
﹁
紀
元
⽴
斷
︑
或
以
正
始
︑
或
以
嘉
平
︒
﹂
束
皙
議
云
︑﹁
⾚
雀
⽩
⿂
之
事
︒
﹂
恐
晉
朝
之
議
︑
是
竝
論
受
命
之
元
︑
⾮
⽌

代
終
之
斷
也
︒
公
議
云
︑﹁
陸
機
不
議
元
﹂
者
︑
是
所
未
喻
︑
願
更
思
之
︒ 

陸
機
は
﹁
元
を
紀
し
斷
を
⽴
つ
は
︑
或
い
は
正
始
を
以
て
し
︑
或
い
は
嘉
平
を
以
て
す
﹂
と
稱
す
︒
束
皙
の
議
に
︑
⾚
雀
⽩
⿂

の
事
と
云
ふ
︒
恐
ら
く
は
晉
朝
の
議
︑
是
れ
竝
び
に
受
命
の
元
を
論
じ
︑
⽌
だ
代
終
の
斷
の
み
に
⾮
ざ
る
な
り
︒
公
の
議
に
陸

機
は
元
を
議
せ
ず
と
云
ふ
は
︑
是
れ
未
だ
喻
ら
ざ
る
所
に
し
て
︑
更
に
之
を
思
は
ん
こ
と
を
願
ふ
︒ 

︵︹
隋
︺
李
德
林
﹁
與
魏
收
書
﹂︑﹃
隋
書
﹄
卷
四
⼗
⼆
李
德
林
傳
︶ 

 

 
李
德
林
は
陸
機
が
﹁
紀
元
﹂︑﹁
⽴
斷
﹂
に
つ
い
て
︑
す
で
に
正
始
說
・
嘉
平
說
が
あ
る
こ
と
に
⾔
及
し
︑
束
皙
が
周
⽂
王
の
⾚
雀
の

瑞
祥
を
得
︑
周
武
王
の
⽩
⿂
の
瑞
祥
を
得
る
こ
と
に
よ
�
て
︑
⻄
晉
の
議
論
が
﹁
代
終
之
斷
﹂
だ
け
で
は
な
く
︑
そ
の
前
の
天
命
を
い

か
に
受
け
る
か
︑と
い
う
問
題
に
も
關
わ
�
て
い
る
︒﹁
代
終
之
斷
﹂は
す
な
わ
ち
正
式
に
王
朝
交
替
す
る
こ
と
を
指
す
︒⻄
晉
の
場
合
︑

即
ち
︑
曹
魏
禪
讓
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒﹁
受
命
之
元
﹂
は
こ
こ
で
陸
機
の
い
う
正
始
說
・
嘉
平
說
が
代
表
す
る
實
際
な
政
權
を
掌
握
す
る

こ
と
︑
及
び
束
皙
の
い
う
⾚
雀
⽩
⿂
の
よ
う
に
︑
禪
讓
を
受
け
て
い
な
い
が
︑
す
で
に
天
か
ら
天
命
を
代
表
す
る
瑞
祥
を
得
る
こ
と
を

指
し
て
い
る
︒
第
⼆
の
觀
點
に
よ
る
と
︑
陸
機
は
正
始
說
・
嘉
平
說
に
讚
成
す
る
は
ず
が
な
い
︒
こ
こ
で
お
そ
ら
く
正
始
說
と
嘉
平
說

に
反
論
す
る
爲
に
提
起
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒ 

 
第
四
の
觀
點
は
︑
王
朝
が
正
式
に
成
⽴
す
る
前
の
君
主
を
い
か
に
史
書
に
載
せ
る
か
︑
と
い
う
問
題
と
關
聯
し
て
い
る
︒ 

 

陸
機
以
刊
⽊
著
於
虞
書
︑
龕
黎
⾒
於
商
典
︑
以
蔽
晉
朝
正
始
︑
嘉
平
之
議
︑
斯
⼜
謬
矣
︒
唯
可
⼆
代
相
涉
︑
兩
史
竝
書
︑
必
不
得



 37 

以
後
朝
創
業
之
跡
︑
斷
⼊
前
史
︒
若
然
︑
則
世
宗
︑
⾼
祖
皆
天
保
以
前
︑
唯
⼊
魏
⽒
列
傳
︑
不
作
⿑
朝
帝
紀
︑
可
乎
︒
此
既
不
可
︑

彼
復
何
證
︒ 

陸
機
は
刊
⽊
の
虞
書
に
著
さ
れ
︑
龕
黎
の
商
典
に
⾒
る
を
以
て
︑
以
て
晉
朝
の
正
始
︑
嘉
平
の
議
を
蔽
は
ん
と
し
︑
斯
れ
⼜
た

謬
り
な
り
︒
唯
だ
⼆
代
相
ひ
渉
る
は
︑
兩
史
竝
び
に
書
く
べ
き
の
み
に
し
て
︑
必
ず
後
朝
の
創
業
の
跡
を
以
て
︑
前
史
に
斷
⼊

す
る
を
得
ず
︒
若
し
然
ら
ば
︑
則
ち
世
宗
︑
⾼
祖
皆
天
保
以
前
な
れ
ば
︑
唯
だ
魏
⽒
の
列
傳
に
⼊
り
︑
⿑
朝
の
帝
紀
と
作
さ
ず
︑

可
な
る
か
︒
此
れ
既
に
可
な
ら
ず
︑
彼
復
た
何
を
か
證
す
る
︒ 

︵︹
隋
︺
李
德
林
﹁
與
魏
收
書
﹂︑﹃
隋
書
﹄
卷
四
⼗
⼆
李
德
林
傳
︶ 

 

﹁
刊
⽊
著
於
虞
書
﹂
と
い
う
の
は
︑
夏
の
創
始
者
で
あ
る
⼤
禹
が
舜
の
命
令
に
よ
�
て
洪
⽔
を
治
め
た
こ
と
が
︑﹃
尚
書
﹄
に
虞
書
に

收
め
ら
れ
て
お
り
︑﹁
龕
黎
⾒
於
商
典
﹂と
い
う
の
は
︑周
の
創
始
者
で
あ
る
周
⽂
王
の
黎
國
に
勝
て
る
こ
と
が
商
書
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

陸
機
は
こ
の
⼆
つ
の
例
に
よ
�
て
︑
晉
の
三
祖
を
前
代
の
史
書
に
記
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
︒ 

以
上
は
︑
陸
機
の
觀
點
で
あ
る
︒
要
す
る
に
︑
ま
ず
︑
⻄
晉
の
三
祖
が
攝
政
し
た
が
︑
禪
讓
を
受
け
て
い
な
い
の
で
︑﹃
尚
書
﹄
に
お

け
る
舜
に
つ
い
て
の
記
載
と
は
異
な
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
⻄
晉
の
三
祖
が
實
權
を
握
�
て
も
︑﹃
尚
書
﹄
に
お
け
る
禹
や
周
⽂
王

に
つ
い
て
の
記
載
に
習
�
て
︑前
の
王
朝
の
史
書
に
書
く
べ
き
だ
︒最
も
重
要
な
の
は
︑陸
機
が
⻄
晉
が
全
國
を
統
⼀
す
る
に
⾄
�
て
︑

よ
う
や
く
起
元
し
た
と
考
え
て
い
る
︒ 

で
は
︑
そ
れ
ら
の
こ
の
陸
機
の
太
康
說
を
含
む
四
つ
の
限
斷
の
說
の
分
岐
點
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
李

德
林
の
書
の
中
の
﹁
受
命
の
元
﹂
及
び
﹁
代
終
の
斷
﹂
と
い
う
⼆
つ
概
念
に
關
わ
�
て
い
る
︒ 

⼀
つ
⽬
の
分
岐
點
は
︑
斷
限
の
基
準
の
問
題
で
あ
る
︒﹁
受
命
の
元
﹂
及
び
﹁
代
終
の
斷
﹂
は
⼆
つ
異
な
る
基
準
で
あ
る
︒
前
述
し
た

よ
う
に
︑﹁
受
命
の
元
﹂
と
は
實
際
の
政
權
を
掌
握
す
る
こ
と
︑
及
び
天
か
ら
天
命
を
代
表
す
る
瑞
祥
を
得
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
︒
ひ

と
ま
ず
前
者
を
廣
義
の
受
命
︑
後
者
を
狹
義
の
受
命
と
呼
ぼ
う
と
思
う
︒﹁
代
終
の
斷
﹂
と
は
禪
讓
に
よ
り
前
王
朝
が
正
式
に
終
わ
�
た

時
で
あ
る
︒
⼀
⾒
︑
司
⾺
懿
が
政
權
を
掌
握
す
る
時
點
に
基
づ
く
正
始
說
と
嘉
平
說
は
⼀
種
狹
義
の
﹁
受
命
﹂
に
基
づ
く
說
で
あ
ろ
う
︒

そ
し
て
︑
そ
の
天
命
を
受
け
た
の
は
︑
司
⾺
懿
だ
と
考
え
て
い
る
︒
⼀
⽅
︑
魏
晉
禪
讓
に
基
づ
く
泰
始
說
は
﹁
代
終
の
斷
﹂
を
取
る
よ
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う
に
⾒
え
な
が
ら
︑
狹
義
の
﹁
受
命
の
元
﹂
に
も
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
說
に
從
え
ば
︑﹁
代
終
の
斷
﹂
は
勿
論
︑
ま
た
︑﹁
受

命
の
元
﹂
は
即
ち
司
⾺
炎
を
指
す
こ
と
に
な
る
︒ 

﹁
受
命
の
元
﹂
に
つ
い
て
︑
廣
義
の
天
命
說
に
從
え
ば
︑
司
⾺
懿
の
受
命
は
更
に
早
く
︑
⻄
晉
の
起
元
に
つ
い
て
の
第
五
說
と
い
え

る
⻘
⿓
三
年
︵
⼆
三
五
︶
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
孫
盛
﹃
魏
⽒
春
秋
﹄
に
は
︑
魏
の
⻘
⿓
三
年
︑
張
掖
郡
で
司
⾺
⽒
受
命
の
瑞
徵
が
現

れ
た
と
の
記
錄
が
あ
る
︵
８
︶︒ 

 

明
帝
⻘
⿓
三
年
︑
張
掖
郡
删
丹
縣
⾦
⼭
⽞
川
溢
湧
寶
⽯
︑
負
圖
狀
象
靈
⿔
︑
⽴
於
川
⻄
︒
有
⽯
⾺
七
︒…

…

⾺
⾃
中
布
列
︒
南
⽅

有
字
⽈
︑﹁
⼤
討
曹
︑
⾦
但
取
之
︒
﹂
此
司
⾺
⽒
⾰
運
之
徵
︒ 

明
帝
の
⻘
⿓
三
年
︑
張
掖
郡
删
丹
縣
⾦
⼭
⽞
川
に
寶
⽯
を
溢
湧
し
︑
圖
を
負
ふ
狀
は
靈
⿔
を
象
り
︑
川
⻄
に
⽴
つ
︒
⽯
⾺
七
有

り
︒…

…

⾺
中
よ
り
布
列
す
︒
南
⽅
に
字
有
り
﹁
⼤
ひ
に
曹
を
討
ち
︑
⾦
但
だ
之
れ
を
取
る
の
み
﹂
と
⽈
ふ
︒
此
れ
司
⾺
⽒
運

を
⾰
む
る
の
徵
な
り
︒
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

︵︹
東
晉
︺
孫
盛
﹃
魏
⽒
春
秋
﹄︑﹃
藝
⽂
類
聚
﹄
卷
⼗
︶  

  

ま
た
︑
傅
⽞
︵
⼆
⼀
七
1
⼆
七
⼋
︶
は
︑﹁
晉
⿎
吹
曲
﹂
を
創
作
し
た
際
︑
こ
の
說
を
⽤
い
強
調
し
て
い
る
︒﹃
宋
書
﹄
卷
⼆
⼗
⼆
樂

志
に
︑
傅
⽞
が
﹁
靈
之
祥
﹂
と
﹁
宣
受
命
﹂
と
い
う
⼆
つ
の
樂
府
を
作
�
て
︑
魏
明
帝
時
期
の
⽯
瑞
の
徴
︑
孟
達
︑
公
孫
度
︑
諸
葛
亮

を
討
伐
す
る
こ
と
な
ど
を
司
⾺
懿
の
天
命
を
受
け
る
象
徴
と
し
て
い
る
︒ 

 

晉
⿎
吹
歌
曲
⼆
⼗
⼆
篇
︑
傅
⽞
作
︒﹁
靈
之
祥
﹂︑
古
﹁
硃
鷺
⾏
﹂︒﹁
靈
之
祥
﹂︑
⾔
宣
皇
帝
之
佐
魏
︑
猶
虞
舜
之
事
堯
也
︑
既
有

⽯
瑞
之
徵
︑
⼜
能
⽤
武
︑
以
誅
孟
・
度
之
逆
命
也
︒…

…

﹁
宣
受
命
﹂︑
⾔
宣
皇
帝
禦
諸
葛
亮
︑
養
威
重
︑
運
神
兵
︑
亮
震
怖
⽽

死
︒ 晉

の
⿎
吹
歌
曲
⼆
⼗
⼆
篇
︑
傅
⽞
の
作
︒﹁
靈
之
祥
﹂︑
古
の
﹁
硃
鷺
⾏
﹂
な
り
︒﹁
靈
之
祥
﹂
は
︑
宣
皇
帝
の
魏
を
佐
く
る

や
︑
猶
ほ
虞
舜
の
堯
に
事
ふ
る
が
ご
と
く
︑
既
に
⽯
瑞
の
徵
有
り
︑
⼜
能
く
武
を
⽤
ひ
て
︑
以
て
孟
・
度
の
逆
命
を
誅
す
る
を
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⾔
ふ
な
り
︒…

…

﹁
宣
受
命
﹂
は
︑
宣
皇
帝
の
諸
葛
亮
を
禦
ぎ
︑
威
重
を
養
ひ
︑
神
兵
を
運 め

ぐ

ら
し
︑
亮
震
怖
し
て
死
す
る
を
⾔

ふ
な
り
︒                             

︵﹃
宋
書
﹄
卷
⼆
⼗
⼆
︑
樂
志
︶ 

 

ま
た
︑
唐
代
﹃
晉
書
﹄
卷
⼆
⼗
三
樂
志
を
み
る
と
︑
こ
の
樂
府
は
︑
武
帝
の
敕
命
に
よ
る
國
家
宣
傳
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

 

及
武
帝
受
禪
︑
乃
令
傅
⽞
製
爲
⼆
⼗
⼆
篇
︑
亦
述
以
功
德
代
魏
︒
改
﹁
朱
鷺
﹂
爲
﹁
靈
之
祥
﹂︑
⾔
宣
帝
之
佐
魏
︑
猶
虞
舜
之
事
堯
︑

既
有
⽯
瑞
之
徵
︑
⼜
能
⽤
武
︑
以
誅
孟
達
之
逆
命
也
︒
改
﹁
思
悲
翁
﹂
爲
﹁
宣
受
命
﹂︑
⾔
帝
禦
諸
葛
亮
︑
養
威
重
︑
運
神
兵
︑
亮

震
怖
⽽
死
也
︒ 

武
帝
禪
を
受
く
る
に
及
び
︑
乃
ち
傅
⽞
に
令
し
て
製
ら
し
め
て
⼆
⼗
⼆
篇
と
爲
し
︑
亦
た
功
德
を
以
て
魏
を
代
は
る
を
述
ぶ
︒

﹁
朱
鷺
﹂
を
改
め
﹁
靈
の
祥
﹂
と
爲
し
︑
宣
帝
の
魏
を
佐 た

す

く
る
や
︑
猶
ほ
虞
舜
の
堯
に
事
ふ
る
が
ご
と
く
︑
既
に
⽯
瑞
の
徵
有

り
︑
⼜
能
く
武
を
⽤
ひ
て
︑
以
て
孟
達
の
逆
命
を
誅
す
る
を
⾔
ふ
な
り
︒﹁
思
悲
翁
﹂
を
改
め
﹁
宣
受
命
﹂
と
爲
し
︑
帝
の
諸
葛

亮
を
禦ふ

せ

ぎ
︑
威
重
を
養
ひ
︑
神
兵
を
運 め

ぐ

ら
し
︑
亮
の
震
怖
し
て
死
す
る
を
⾔
ふ
な
り
︒
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

︵﹃
晉
書
﹄
卷
⼆
⼗
三
︑
樂
志
︶ 

 

⻘
⿓
⼆
年
︵
⼆
三
四
︶︑
司
⾺
懿
は
諸
葛
亮
を
討
伐
し
︑
翌
年
︑
張
掖
郡
で
祥
瑞
が
出
て
い
た
の
で
あ
る
︒
現
在
の
﹃
晉
書
﹄
は
︑

唐
代
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
︑
五
丈
原
の
戰
い
以
前
の
說
明
は
ご
く
簡
單
な
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
こ
こ
に
は
︑
よ
り
詳
し
い
記
述
が

あ
る
︒
こ
こ
で
の
晉
の
受
命
は
明
帝
の
⻘
⿓
三
年
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒ 

李
德
林
の
書
︵
第
三
の
觀
點
に
つ
て
の
書
︶
に
よ
れ
ば
︑
賈
謐
⼀
派
の
束
皙
は
︑
他
の
說
に
反
論
す
る
際
︑
正
始
說
と
嘉
平
說
の
﹁
狹
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義
の
受
命
﹂
に
對
し
て
︑
反
論
を
試
み
︑
⾚
雀
︑
⽩
⿂
の
典
故
を
引
⽤
し
て
い
る
︒ 

﹁
⾚
雀
﹂は
周
の
⽂
王
が
天
命
を
受
け
た
し
る
し
で
あ
り
︑﹁
⽩
⿂
﹂は
周
の
武
王
が
受
命
し
た
し
る
し
で
あ
る
︒漢
代
の
儒
學
者
は
︑

周
の
⽂
王
武
王
に
天
命
の
し
る
し
が
⼆
度
も
現
れ
る
理
由
に
つ
い
て
︑
周
は
⽂
王
が
天
命
に
應
じ
な
か
�
た
か
ら
︑
武
王
の
時
に
再
び

天
命
の
象
徵
が
降
�
た
と
し
た
︵
９
︶︒
束
晳
は
﹁
⾚
雀
﹂︑﹁
⽩
⿂
﹂
に
⾔
及
し
た
の
は
︑
こ
の
周
の
⽂
王
と
武
王
の
⼆
代
に
わ
た
る
受

命
に
基
づ
き
︑
司
⾺
炎
の
受
命
を
正
當
化
し
よ
う
と
し
た
︒
先
⾏
硏
究
で
は
︑
晉
の
武
帝
は
司
⾺
昭
の
突
然
の
死
に
よ
る
禪
讓
は
︑
準

備
不
⾜
で
あ
�
た
た
め
祥
瑞
の
記
錄
が
⾜
り
ず
︑
⾃
分
の
受
命
を
證
明
す
る
た
め
に
︑
何
度
も
祥
瑞
現
象
を
記
錄
し
た
の
だ
と
す
る

︵
10
︶︒
武
帝
期
の
祥
瑞
の
う
ち
︑
特
に
注
⽬
す
べ
き
點
は
︑
先
述
の
司
⾺
懿
の
受
命
の
⽯
瑞
が
︑
司
⾺
炎
の
時
に
再
び
現
れ
た
こ
と

で
あ
る
︵
11
︶︒
賈
謐
⼀
派
が
強
調
し
た
か
�
た
の
は
受
命
の
兆
し
が
あ
�
て
も
︑
司
⾺
懿
が
應
じ
な
か
�
た
こ
と
で
あ
る
︒
從
�
て

﹁
受
命
の
元
﹂
か
ら
考
え
て
も
︑
司
⾺
炎
か
ら
始
め
る
べ
き
だ
と
し
た
︒ 

ま
た
︑
太
康
說
も
﹁
代
終
の
斷
﹂
と
狹
義
の
﹁
受
命
の
元
﹂
の
兩
⽅
を
兼
ね
て
い
る
と
⾔
え
る
︒
即
位
の
こ
と
を
重
視
す
る
點
か
ら

⾒
れ
ば
︑﹁
代
終
の
斷
﹂
に
つ
い
て
︑
太
康
說
は
泰
始
說
と
同
じ
た
が
︑﹁
受
命
の
元
﹂
に
つ
い
て
︑
太
康
說
は
吳
の
滅
亡
︑
⻄
晉
が
天

下
を
統
⼀
す
る
時
點
に
基
づ
い
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
陸
機
に
と
�
て
の
﹁
受
命
﹂
は
禪
讓
で
は
な
く
︑
吳
國
の
滅
亡
で
あ
り
︑
こ
の
點

が
陸
機
と
賈
謐
の
明
確
な
分
岐
點
と
⾔
え
る
︒ 

⼆
つ
⽬
の
分
岐
點
は
︑
起
元
の
異
な
り
に
よ
�
て
︑
國
史
の
紀
年
す
る
⽅
法
も
異
な
�
て
く
る
︒
正
始
說
︑
嘉
平
說
の
場
合
は
︑
と

も
に
司
⾺
懿
の
攝
政
時
代
か
ら
紀
年
す
る
︒
こ
の
紀
年
法
が
李
德
林
の
書
に
⾔
及
す
る
よ
う
に
︑﹃
尚
書
﹄﹃
春
秋
﹄
に
す
で
に
あ
る
︒ 

 

德
林
復
書
⽈
︑
即
位
之
元
︑
春
秋
常
義
︒
謹
按
︑
魯
君
息
姑
不
稱
即
位
︑
亦
有
元
年
︒
⾮
獨
即
位
得
稱
元
年
也
︒
議
云
﹁
受
終
之

元
︑﹃
尚
書
﹄
之
古
典
︒
﹂
謹
按
︑﹁
⼤
傳
﹂﹁
周
公
攝
政
︑
⼀
年
救
亂
︑
⼆
年
伐
殷
︑
三
年
踐
奄
︑
四
年
建
侯
衛
︑
五
年
營
成
周
︑

六
年
製
禮
作
樂
︑
七
年
致
政
成
王
︒
﹂
論
者
或
以
舜
・
禹
受
終
︑
是
爲
天
⼦
︒
然
則
周
公
以
⾂
禮
⽽
死
︑
此
亦
稱
元
︑
⾮
獨
受
終

爲
帝
也
︒ 

德
林
書
を
復
し
て
⽈
く
︑﹁
即
位
の
元
︑﹃
春
秋
﹄
の
常
義
な
り
︒
謹
し
み
て
按
ず
る
に
︑
魯
君
の
息
姑
は
即
位
を
稱
え
ず
︑
亦

た
元
年
あ
り
︑
獨
り
即
位
し
て
元
年
を
稱
え
得
る
の
み
に
⾮
ざ
る
な
り
︒
議
に
︑﹁
受
終
の
元
は
﹃
尚
書
﹄
の
古
典
な
り
﹂
と
云
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ふ
︒
謹
み
て
﹁
⼤
傳
﹂
を
按
ず
る
に
︑﹁
周
公
政
を
攝
て
︑
⼀
年
に
亂
を
救
ひ
︑
⼆
年
に
殷
を
伐
ち
︑
三
年
奄
を
踐
り
︑
四
年
に

侯
衛
を
建
て
︑
五
年
に
成
周
を
営
み
︑
六
年
に
禮
を
制
し
樂
を
作
り
︑
七
年
に
政
を
成
王
に
致
す
﹂
と
︒
論
者
或
い
は
舜
・
禹

が
終
を
受
く
る
を
以
て
︑
是
れ
天
⼦
と
爲
す
︒
然
れ
ど
も
則
ち
周
公
は
⾂
の
禮
を
以
て
死
す
る
も
︑
此
れ
亦
た
元
と
稱
ふ
︒
獨

り
終
を
受
け
て
帝
と
爲
る
の
み
に
⾮
ざ
る
な
り
︒ 

︵︹
隋
︺
李
德
林
﹁
與
魏
收
書
﹂︑﹃
隋
書
﹄
卷
四
⼗
⼆
李
德
林
傳
︶ 

 

﹃
左
傳
﹄
に
魯
の
隱
公
は
即
位
せ
ず
︑
攝
政
し
て
い
る
が
︑
紀
元
し
て
い
る
︒﹁
尚
書
⼤
傳
﹂
に
周
公
も
攝
政
の
⾝
分
で
紀
年
し
て
い

る
︵
12
︶︒
彼
ら
に
倣
え
ば
︑
晉
三
祖
の
正
始
︑
嘉
平
時
代
の
事
跡
に
つ
い
て
︑
晉
元
年
︑
晉
⼆
年
と
紀
年
す
れ
ば
濟
む
︒
つ
ま
り
︑
即

位
し
て
い
な
い
皇
帝
は
前
の
王
朝
の
年
號
を
使
⽤
せ
ず
︑
受
命
し
た
年
か
ら
紀
年
す
る
の
で
あ
る
︒ 

泰
始
說
は
︑
上
梓
濟
み
の
王
沈
﹃
魏
書
﹄︑
陳
壽
﹃
三
國
志
﹄
の
紀
年
法
を
踏
襲
し
︑
禪
讓
以
前
は
︑
前
王
朝
の
紀
年
で
記
述
す
る
と

し
た
︒
則
ち
即
位
し
て
い
な
い
皇
帝
の
年
號
を
ま
だ
前
王
朝
の
年
號
で
紀
年
し
て
い
る
︒
こ
の
⼆
種
類
の
記
述
⽅
法
に
つ
い
て
︑
前
揭

注
︵
２
︶
徐
冲
は
﹁
禪
讓
前
起
元
﹂
と
﹁
禪
讓
後
起
元
﹂
と
稱
し
て
い
る
︒
陸
機
は
こ
れ
ら
の
⽅
法
を
選
ば
な
か
�
た
︒
從
�
て
︑﹃
史

記
﹄
卷
四
周
本
紀
︑
同
書
卷
五
秦
本
紀
︵
13
︶
に
倣
�
て
こ
の
問
題
を
處
理
し
た
か
�
た
よ
う
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
晉
の
三
祖
は
紀
年

に
よ
ら
ず
︑
武
帝
か
ら
紀
年
す
る
と
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
點
は
第
四
節
に
後
述
す
る
︒ 

 

第
三
節
 

陸
機
を
含
む
四
說
の
背
景 

 で
は
︑
四
說
そ
れ
ぞ
れ
の
眞
の
理
由
は
何
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
問
題
に
つ
い
て
︑
先
⾏
硏
究
は
主
に
正
統
論
の
視
點
か
ら
討
論
し
て
い

た
︒
例
え
ば
前
揭
注
︵
２
︶
周
⼀
良
⽒
は
︑
正
始
說
・
嘉
平
說
は
︑
實
は
司
⾺
懿
⽗
⼦
三
⼈
の
簒
位
の
過
程
の
⾎
⽣
臭
い
暴
⼒
⾏
爲
を

隱
匿
し
て
お
り
︑
晉
王
朝
の
政
權
の
正
統
性
を
維
持
す
る
た
め
に
提
起
さ
れ
た
と
考
え
る(

14)

︒
こ
の
說
は
多
く
の
學
者
の
贊
同
を
得

て
い
る
が
︑
次
の
三
つ
の
問
題
が
殘
る
︒
⼀
つ
⽬
は
︑
も
し
司
⾺
⽒
の
正
統
性
を
維
持
す
る
た
め
で
あ
れ
ば
︑
何
故
司
⾺
懿
の
受
命
の

⻘
⿓
三
年
か
ら
紀
元
し
な
い
の
か
︒
⼆
つ
⽬
は
︑
正
始
說
と
嘉
平
說
の
根
本
な
區
別
は
何
で
あ
る
か
︒
三
つ
⽬
は
⾼
貴
鄉
公
を
弑
し
た
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主
犯
の
賈
充
の
嫡
孫
で
あ
る
賈
謐
は
何
故
こ
の
⼆
說
に
反
對
し
て
い
る
の
か
︒ 

現
存
す
る
資
料
に
よ
�
て
︑
確
實
に
諸
說
の
主
張
者
の
意
圖
を
知
る
の
は
無
理
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
⼀
つ
可
能
な
推
測
を
提
出
し
た

い
︒
史
書
を
編
纂
す
る
場
合
︑
紀
元
の
問
題
に
つ
い
て
︑
⼀
つ
の
重
要
な
問
題
は
︑
⼤
⾂
の
う
ち
誰
の
傳
を
載
せ
る
か
と
い
う
問
題
で

あ
る
︒
例
え
ば
︑
梁
代
の
沈
約
︵
四
四
⼀
1
五
⼀
三
︶
が
彼
の
前
の
何
承
天
︵
三
七
〇
1
四
四
七
︶・
⼭
謙
之
︵
不
詳
︶・
蘇
寶
⽣
︵
不

詳
︶・
徐
邈
︵
三
四
四
1
三
九
七
︶
な
ど
が
編
纂
し
た
﹃
宋
書
﹄
に
基
づ
い
て
﹃
宋
書
﹄
を
編
纂
す
る
際
に
︑
數
⼈
の
傳
記
を
削
除
し
た
︒ 

 

⾂
約
⾔
︑
⾂
聞
⼤
禹
刊
⽊
︑
事
炳
虞
書
︒
⻄
伯
勘
黎
︑
功
煥
商
典
︒…

…

⾂
今
謹
更
創
⽴
︑
製
成
新
史
︑
始
⾃
義
熙
肇
號
︑
終
於

昇
明
三
年
︒
桓
⽞
・
譙
縱
・
盧
循
・
⾺
魯
之
徒
︑
⾝
爲
晉
賊
︑
⾮
關
後
代
︒
吳
隱
・
謝
混
・
郗
僧
施
︑
義
⽌
前
朝
︑
不
宜
濫
⼊
宋

典
︒
劉
毅
・
何
無
忌
・
魏
詠
之
・
檀
憑
之
・
孟
昶
・
諸
葛
⻑
⺠
︑
志
在
興
復
︑
情
⾮
造
宋
︑
今
竝
刊
除
︑
歸
之
晉
籍
︒ 

⾂
約
⾔
う
︑
⾂
聞
く
︑
⼤
禹 
⽊
を
刊
り
︑
事
は
虞
書
に
炳
く
︒
⻄
伯 

黎
を
勘
ち
︑
功
は
商
典
に
煥
く
︒…

…

⾂
今
ま
謹
ん
で

更
に
創
⽴
し
︑
新
史
を
製
成
す
る
に
︑
始
め
て
義
熙
︵
四
〇
五
︶
よ
り
號
を
肇
め
︑
昇
明
三
年
︵
四
七
九
︶
に
終
る
︒
桓
⽞
・

譙
縱
・
盧
循
・
⾺
魯
の
徒
︑
⾝
は
晉
の
賊
と
爲
り
︑
後
代
に
關
ら
ず
︒
吳
隱
・
謝
混
・
郗
僧
施 

は
︑
義
は
前
朝
に
⽌
め
︑
宜
し

く
濫
ら
く
宋
典
に
⼊
ら
ず
︒
劉
毅
・
何
無
忌
・
魏
詠
之
・
檀
憑
之
・
孟
昶
・
諸
葛
⻑
⺠
は
︑
志
は
興
復
に
在
り
︑
情
は
宋
を
造

る
に
あ
ら
ず
︑
今
竝
に
刊
除
し
︑
之
を
晉
籍
に
歸
す
︒ 

︵﹃
宋
書
﹄
卷
⼀
百
︑
⾃
序
︶ 

 

冒
頭
の
﹁
⼤
禹
刊
⽊
﹂︑﹁
⻄
伯
勘
黎
﹂
は
前
掲
李
德
林
の
書
に
︑
陸
機
の
論
據
と
し
て
使
⽤
さ
れ
て
い
た
︒
沈
約
は
﹃
宋
書
﹄
の
起

元
を
東
晉
の
義
熙
元
年
︵
四
〇
五
︶
と
す
る
の
で
︑
前
の
﹃
宋
書
﹄
に
掲
載
さ
れ
る
譙
縱
・
謝
混
な
ど
當
時
に
存
命
し
た
⼈
た
ち
を
彼

の
新
し
い
﹃
宋
書
﹄
に
保
留
す
る
べ
き
で
あ
�
た
が
︑
沈
約
は
あ
え
て
彼
ら
の
傳
記
を
削
除
し
た
︒
そ
の
理
由
を
說
明
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
︑
引
⽂
の
よ
う
に
解
釋
し
た
わ
け
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
例
か
ら
⾒
れ
ば
︑
史
書
を
編
纂
す
る
際
に
︑
紀
元
を
何
時
に
定
め
る

の
か
に
よ
�
て
︑
誰
の
傳
を
載
せ
る
か
︑
と
い
う
問
題
が
常
に
存
在
す
る
で
あ
る
︒ 

⻄
晉
の
國
史
の
場
合
︑
正
始
・
嘉
平
說
は
正
始
・
嘉
平
以
降
の
⼤
⾂
の
傳
を
載
せ
︑
泰
始
說
で
は
︑
泰
始
元
年
時
點
で
存
命
の
⼤
⾂
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の
み
を
載
せ
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
︒ 

 
周
知
の
通
り
︑
⻄
晉
の
建
國
は
司
⾺
懿
︑
司
⾺
師
︑
司
⾺
昭
三
代
數
⼗
年
間
を
經
て
い
た
︒
そ
の
中
に
も
多
く
の
功
⾂
が
魏
晉
⾰
命

前
に
す
で
に
逝
去
し
た
︒
そ
れ
ら
の
功
⾂
に
つ
い
て
︑
例
え
ば
︑
陳
壽
﹃
三
國
志
﹄
の
中
に
魏
の
咸
熙
年
間
の
官
職
を
記
し
︑
あ
る
い

は
﹁
著
勳
前
朝
﹂
と
い
う
⾔
葉
で
司
⾺
⽒
の
⾨
下
に
活
躍
す
る
⼈
物
を
標
記
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
當
時
の
⼈
物
の
活
動
は
多
く
そ
の
⼀

族
の
利
益
の
た
め
に
⾏
わ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
︑
朱
曉
海
︑
仇
⿅
鳴
の
硏
究
に
す
で
に
多
く
の
指
摘
が
あ
る
︵
15
︶︒ 

恐
ら
く
四
說
は
そ
れ
ぞ
れ
司
⾺
⽒
⼀
族
の
爲
で
は
な
く
︑
主
張
者
各
⾃
の
史
傳
に
お
け
る
地
位
に
よ
�
て
決
定
さ
れ
て
い
た
の
で
は

な
い
か
︒
誰
を
︑
ど
の
よ
う
に
記
述
す
る
か
に
よ
�
て
︑
各
主
張
者
と
そ
の
⼀
族
の
地
位
が
國
史
に
反
映
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒ 

⼀
回
⽬
の
議
論
で
正
始
說
を
提
出
し
て
い
た
荀
勖
の
家
族
は
︑唐
代
の﹃
晉
書
﹄に
お
い
て
叔
⽗
の
荀
顗
と
各
⾃
の
傳
が
あ
る (

16)

︒

荀
勖
の
息
⼦
の
荀
藩
と
荀
組
︑
ま
た
彼
ら
の
三
⼈
の
息
⼦
も
付
傳
が
あ
る
︒
そ
し
て
荀
顗
と
荀
勖
の
列
傳
は
全
て
正
始
年
間
の
出
仕
か

ら
記
述
さ
れ
て
い
た
︒ 

 

魏
時
以
⽗
勳
除
中
郎
︒
宣
帝
輔
政
︑
⾒
顗
奇
之
︑
⽈
︑﹁
荀
令
君
之
⼦
也
︒
﹂
擢
拜
散
騎
侍
郎
︑
累
遷
侍
中
︒ 

︵
荀
顗
は
︶
魏
の
時
⽗
の
勳
を
以
て
中
郎
に
除
す
︒
宣
帝
政
を
輔
し
︑
顗
を
⾒
て
之
れ
を
奇
と
し
︑
⽈
く
︑﹁
荀
令
君
の
⼦
な
り
﹂

と
︒
擢
し
て
散
騎
侍
郎
を
拜
し
︑
侍
中
に
累
遷
せ
ら
る
︒
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

︵﹃
晉
書
﹄
卷
三
⼗
九
︑
荀
顗
傳
︶
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

仕
魏
︑
辟
⼤
將
軍
曹
爽
掾
︑
遷
中
書
通
事
郎
︒
爽
誅
︑
⾨
⽣
故
吏
無
敢
往
者
︑
勖
獨
臨
赴
︑
衆
乃
從
之
︒ 

︵
荀
勖
は
︶
魏
に
仕
へ
︑
⼤
將
軍
の
曹
爽
の
掾
に
辟
さ
れ
︑
中
書
通
事
郎
に
遷
る
︒
爽
誅
せ
ら
れ
︑
⾨
⽣
故
吏
敢
へ
て
往
く
者

無
く
︑
勖
獨
り
に
臨
み
て
赴
け
ば
︑
衆
乃
ち
之
れ
に
從
ふ
︒
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

︵﹃
晉
書
﹄
卷
三
⼗
九
︑
荀
勗
傳
︶
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

荀
顗
は
司
⾺
懿
の
⻘
眼
に
惠
ま
れ
て
出
仕
し
た
︒
特
に
こ
こ
で
彼
の
⽗
親
の
荀
彧
︵
令
君
︶
に
つ
い
て
觸
れ
て
い
る
は
︑
名
⾨
の
出

⾝
で
あ
る
こ
と
の
強
調
で
あ
る
︒
荀
勖
は
當
時
司
⾺
懿
の
⾨
下
に
ま
だ
⼊
�
て
い
な
か
�
た
が
︑
こ
の
﹁
荀
勗
傳
﹂
の
描
寫
か
ら
は
︑
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忠
義
に
篤
い
⼈
物
像
が
う
か
が
え
る
︒
荀
勖
の
正
始
說
の
提
起
は
︑
內
々
に
⾃
分
の
荀
⽒
⼀
族
を
褒
め
︑
⾃
分
と
叔
⽗
の
⼆
⼈
の
出
仕

を
國
史
に
記
載
し
︑
さ
ら
に
︑
史
傳
で
⾃
ら
を
正
義
の
⼈
物
と
し
て
描
く
こ
と
を
意
圖
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 

次
に
︑
賈
謐
が
泰
始
說
を
提
起
し
た
理
由
は
︑
賈
⽒
⼀
族
の
⾯
⼦
を
守
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
賈
謐
は
武
帝
朝
最
⼤
の
權
⾂
賈
充
の
嗣

を
繼
承
し
た
⼈
物
で
あ
り
︑
賈
⽒
の
國
史
に
お
け
る
地
位
を
愼
重
に
考
慮
す
べ
き
⽴
場
に
あ
�
た
︒
賈
充
の
⽗
親
賈
逵
は
魏
の
忠
⾂
と

し
て
有
名
で
あ
る
が
︑賈
充
は
司
⾺
⽒
の
禪
代
を
熱
⼼
に
推
奨
し
︑諸
葛
誕
に﹁
お
前
は
賈
逵
の
息
⼦
で
は
な
い
﹂と
指
彈
さ
れ
た (

17)

︒

司
⾺
懿
の
崩
御
の
原
因
の
⼀
つ
に
︑
賈
逵
と
王
凌
の
魂
を
恐
れ
て
な
く
な
�
た
と
い
う
說
が
あ
る
︵
18
︶︒
故
に
︑
も
し
正
始
說
・
嘉

平
說
が
採
⽤
さ
れ
れ
ば
︑
賈
⽒
⼀
族
は
こ
の
國
史
の
始
ま
り
に
進
退
兩
難
の
窮
境
に
陥
�
て
し
ま
う
︒
ま
た
︑
賈
充
は
⾃
分
の
歷
史
上

の
評
價
を
か
な
り
重
視
し
て
い
た (

19)

︒
唐
の
﹃
晉
書
﹄
本
傳
に
は
賈
充
の
魏
に
お
け
る
事
跡
を
簡
單
に
記
述
し
︑
た
だ
⾼
貴
鄉
公
を

弒
す
る
こ
と
の
み
を
記
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
⾼
貴
鄉
公
を
弒
す
る
こ
と
に
賈
充
の
部
分
が
東
晉
の
⼲
寶
﹃
晉
紀
﹄
以
前
の
⻄
晉
の
史

書
に
記
錄
さ
れ
て
い
な
か
�
た
︒
無
論
︑
こ
れ
は
當
時
賈
⽒
の
權
⼒
が
最
⼤
で
あ
�
た
た
め
で
あ
る
︒
賈
謐
が
こ
の
部
分
を
隱
す
た
め

に
︑
正
始
說
と
嘉
平
說
に
反
對
す
る
の
は
當
然
の
こ
と
と
⾔
え
よ
う
︒ 

ま
た
︑
賈
充
は
特
に
武
帝
の
即
位
を
補
佐
し
た
︒
故
に
武
帝
に
極
め
て
寵
愛
さ
れ
︑
娘
の
賈
南
⾵
は
後
の
惠
帝
の
太
⼦
妃
に
な
り
︑

武
帝
朝
か
ら
惠
帝
朝
の
元
康
末
年
ま
で
賈
⽒
は
最
⾼
の
權
勢
を
誇
�
た
︒ 

 五
等
初
建
︑
封
臨
沂
侯
︑
爲
晉
元
勳
︑
深
⾒
寵
異
︑
祿
賜
常
優
於
群
官
︒…

…

初
︑
⽂
帝
以
景
帝
恢
贊
王
業
︑
⽅
傳
位
於
舞
陽
侯

攸
︒
充
稱
武
帝
寬
仁
︑
且
⼜
居
⻑
︑
有
⼈
君
之
德
︑
宜
奉
社
稷
︒ 

五
等
を
初
め
て
建
つ
る
に
︑
臨
沂
侯
に
封
ぜ
ら
れ
︑
晉
の
元
勳
と
な
り
︑
深
く
寵
異
せ
ら
れ
︑
祿
賜
常
に
群
官
に
優
る
︒…

…

初
め
︑
⽂
帝
景
帝
の
王
業
を
恢
讃
す
る
を
以
て
︑
⽅
に
位
を
舞
陽
侯
の
攸
に
傳
へ
ん
と
す
︒
充
稱
す
る
に
武
帝
寛
仁
に
し
て
︑

且
つ
⼜
⻑
に
居
り
︑
⼈
君
の
德
有
り
て
︑
宜
し
く
社
稷
を
奉
す
べ
し
と
︒
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

︵﹃
晉
書
﹄
卷
四
⼗
︑
賈
充
傳
︶  

賈
謐
は
賈
⽒
⼀
族
の
地
位
を
他
の
功
⾂
よ
り
上
回
ら
せ
る
た
め
に
も
︑
泰
始
說
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
�
た
と
考
え
て
よ
い
︒ 
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⼀
⽅
︑
嘉
平
說
を
提
出
す
る
王
瓚
は
︑
臧
榮
緒
の
﹃
晉
書
﹄
に
︑
義
陽
⼈
で
あ
り
︑
東
海
︑
瑯
琊
︑
晉
陽
︑
祁
縣
な
ど
當
時
名
⾨
の

王
⽒
で
は
な
く
︑
⽣
卒
年
も
不
詳
で
あ
る(

20)

︒
し
か
し
︑﹁
賈
謐
傳
﹂
の
⽂
脈
︵
著
作
郎
王
瓚
欲
引
嘉
平
已
下
朝
⾂
盡
⼊
晉
史
︶
か
ら

⾒
れ
ば
︑
王
瓚
は
嘉
平
以
降
の
⼤
⾂
を
全
て
新
し
い
國
史
に
收
錄
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
先
⾏
硏
究
に
す
で
に
指
摘

さ
れ
て
い
る
が
︑
正
始
年
間
の
司
⾺
⽒
の
功
⾂
は
殆
ど
﹃
晉
書
﹄
に
⼊
�
て
い
な
か
�
た
︒
そ
の
理
由
は
彼
ら
が
全
部
泰
始
以
前
に
死

亡
し
た
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
泰
始
以
前
に
死
去
し
た
阮
籍
︑
嵇
康
な
ど
は
却
�
て
﹃
晉
書
﹄
に
⼊
�
た
︒
王
瓚
の
意
⾒
に
從
え
ば
︑

正
始
・
嘉
平
年
間
の
功
⾂
で
あ
る
王
肅
︑
王
昶
︑
王
觀
な
ど
︑
そ
し
て
﹁
淮
南
三
叛
﹂
の
王
凌
︑
⽏
丘
俭
︑
⽂
欽
︑
諸
葛
誕
︑
及
び
蜀

國
を
平
定
し
た
鄧
艾
︑
鍾
會
ら
は
全
て
﹃
晉
書
﹄
に
加
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
︒ 

陸
機
の
說
の
理
由
も
こ
の
視
點
か
ら
考
え
ら
れ
る
︒
も
し
太
康
以
前
の
歷
史
に
お
い
て
晉
の
正
統
を
認
め
れ
ば
︑
吳
國
だ
け
で
は
な

く
︑
吳
の
權
⾂
で
あ
�
た
陸
⽒
⼀
族
の
⽴
場
を
ど
う
位
置
づ
け
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
發
⽣
す
る
︒
陸
⽒
の
吳
の
後
期
朝
廷
に
お
け

る
勢
⼒
に
つ
い
て
︑﹃
世
說
新
語
﹄
に
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
Ñ
ド
が
あ
る
︒ 

 

孫
皓
問
丞
相
陸
凱
⽈
︑﹁
卿
⼀
宗
在
朝
有
幾
⼈
︒
﹂
陸
⽈
︑﹁
⼆
相
︑
五
侯
︑
將
軍
⼗
餘
⼈
︒
皓
⽈
︑﹁
盛
哉
︒﹂ 

孫
皓
 
丞
相
陸
凱
に
問
ひ
て
⽈
く
︑﹁
卿
が
⼀
宗
の
朝
に
在
る
も
の
幾
⼈
有
り
や
︒﹂
陸
⽈
く
︑﹁
⼆
相
・
五
侯
・
將
軍
⼗
餘
⼈
な

り
﹂︒
皓
⽈
く
︑﹁
盛
ん
な
る
か
な
﹂
と
︒
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

︵﹃
世
說
新
語
﹄
卷
中
︑
規
箴
第
⼗
︶  

ま
た
︑
陸
機
の
祖
⽗
陸
遜
は
吳
の
⾚
烏
⼋
年
︵
⼆
四
五
︶
に
︑
⽗
の
陸
抗
は
鳳
凰
三
年
︵
⼆
七
四
︶
に
死
去
し
︑
兄
の
陸
景
︑
陸
晏

も
晉
の
吳
攻
滅
時
に
死
亡
し
た
︒
も
し
晉
の
起
元
が
正
始
︑
嘉
平
︑
泰
始
に
な
れ
ば
︑
彼
ら
の
史
書
に
お
け
る
⽴
場
は
︑
か
な
り
危
う

い
も
の
と
な
る
︒
故
に
︑
陸
機
は
太
康
說
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
︒ 

 

第
四
節
 

﹃
晉
紀
﹄
執
筆
に
お
け
る
陸
機
の
葛
藤 
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﹃
晉
書
﹄
卷
四
⼗
賈
謐
傳
に
よ
れ
ば
︑
惠
帝
朝
の
議
論
で
は
最
終
的
に
賈
謐
の
意
⾒
が
採
⽤
さ
れ
て
い
た
︒
當
時
賈
⽒
⼀
族
の
權
勢

が
最
も
強
か
�
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
當
然
の
こ
と
で
あ
る
︒
陸
機
は
⼰
の
意
⾒
を
實
⾏
で
き
な
か
�
た
譯
だ
が
︑
で
は
︑
陸
機
は
こ

の
狀
況
に
い
か
に
對
應
し
た
の
だ
ろ
う
か
︒ 

惠
帝
朝
の
議
論
を
經
て
︑
陸
機
は
四
卷
の
﹃
晉
紀
﹄
を
編
纂
し
た
︒﹃
隋
書
﹄
卷
⼆
⼗
⼋
經
籍
志
の
史
部
﹁
古
史
類
﹂
の
中
で
︑﹁﹃
晉

紀
﹄
四
卷
︑
陸
機
撰
﹂
の
⼀
條
が
あ
る
︒
兩
唐
書
の
志
の
編
年
類
に
は
﹃
晉
帝
紀
﹄
四
卷
︑
陸
機
撰
﹂
に
作
る
︒
即
ち
︑
宋
代
ま
で
陸

機
の
﹃
晉
紀
﹄
が
ま
だ
殘
�
て
い
た
ら
し
い
︒
陸
機
の
﹃
晉
紀
﹄
は
ど
の
よ
う
な
體
裁
で
書
き
上
げ
ら
れ
た
の
か
︒
近
代
以
降
の
學
者

の
考
え
は
異
な
�
て
い
る
︒
⼀
說
に
︑
陸
機
の
﹃
晉
紀
﹄
は
本
紀
の
類
で
は
な
く
︑
編
年
類
で
あ
る
と
い
う
︒
そ
の
理
由
の
⼀
つ
が
﹃
隋

書
﹄﹁
經
籍
志
﹂
の
古
史
類
︑
つ
ま
り
後
世
の
⽬
錄
の
中
の
編
年
類
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る (

21)

︒
も
う
⼀
つ
の
理
由
が
﹃
晉

書
﹄
の
本
紀
は
束
皙
が
撰
し
た
た
め
︑
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
で
は
︑
陸
機
の
﹃
晉
紀
﹄
は
ど
の
よ
う
な
體
裁
で
あ
�
た
の
か
︒﹃
史
通
﹄

は
明
確
に
陸
機
の
﹃
晉
紀
﹄
を
︑
編
年
類
で
は
な
く
︑
本
紀
の
類
と
し
て
扱
�
て
い
る
︒ 

 

⽽
陸
機
﹃
晉
書
﹄︑
列
紀
三
祖
︑
直
序
其
事
︑
竟
不
編
年
︒
年
既
不
編
︑
何
紀
之
有
︒ 

⽽
る
に
陸
機
の
﹃
晉
書
﹄︑
三
祖
を
列
紀
し
︑
直
ち
に
其
の
事
を
序
し
て
︑
竟
に
編
年
せ
ず
︒
年
既
に
編
せ
ざ
れ
ば
︑
何
の
紀
か

之
有
ら
ん
や
︒
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

︵︹
唐
︺
劉
知
幾
﹃
史
通
﹄
卷
⼆
︑
本
紀
︶ 

 

で
は
何
故
編
年
類
に
誤
認
さ
れ
て
い
た
の
か
︒
實
は
こ
れ
が
編
年
類
と
本
紀
の
性
質
に
共
通
す
る
點
が
あ
る
た
め
で
あ
る
︒﹃
隋
書
﹄

經
籍
志
﹁
古
史
類
﹂
の
序
に
例
と
し
て
舉
げ
ら
れ
て
い
た
古
史
は
荀
悅
の
﹃
漢
紀
﹄︑﹃
⽵
書
紀
年
﹄
な
ど
全
て
﹃
春
秋
﹄
の
よ
う
に
︑

皇
帝
を
軸
と
し
て
編
年
の
形
で
歷
史
を
記
述
す
る
書
物
で
あ
る
︒ 

 

⾃
史
官
放
絕
︑
作
者
相
承
︑
皆
以
班
⾺
爲
準
︒
起
漢
獻
帝
︑
雅
好
典
籍
︑
以
班
固
﹃
漢
書
﹄
⽂
繁
難
省
︑
命
潁
川
荀
悅
作
﹃
春
秋

左
傳
﹄
之
體
︑
爲
﹃
漢
紀
﹄
三
⼗
篇
︒
⾔
約
⽽
事
詳
︑
辨
論
多
美
︑
⼤
⾏
於
世
︒…

…

﹃
紀
年
﹄
皆
⽤
夏
正
建
寅
之
⽉
爲
歲
⾸
︑
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起
⾃
夏
︑
殷
︑
周
三
代
王
事
︑
無
諸
侯
國
別
︒…

…

其
著
書
皆
編
年
相
次
︑
⽂
意
⼤
似
﹃
春
秋
經
﹄︒ 

史
官
放
絕
せ
る
よ
り
︑
作
者
は
相
ひ
承
け
︑
皆
班
⾺
を
以
て
準
と
爲
す
︒
漢
の
獻
帝 

典
籍
を
雅
好
し
て
起 よ

り
︑
班
固
﹃
漢
書
﹄

の
⽂
繁
く
省
き
難
し
を
以
て
︑
潁
川
の
荀
悅
に
命
じ
﹃
春
秋
左
傳
﹄
の
體
を
作
ら
し
め
︑﹃
漢
紀
﹄
三
⼗
篇
を
爲
す
︒
⾔
は
約
に

し
て
事
は
詳
し
く
︑
辨
論 

美
多
く
︑
⼤
ひ
に
世
に
⾏
な
は
る
︒…

…

﹃
紀
年
﹄
皆
夏
の
正
を
⽤
ひ
て
建
寅
の
⽉
を
歳
⾸
と
爲
し
︑

起
つ
る
に
夏
殷
周
三
代
の
王
事
よ
り
︑諸
侯
國
の
別
無
し
︒…

…

其
の
著
書 

皆
編
年
し
て
相
ひ
次
き
︑⽂
意
⼤
ひ
に﹃
春
秋
經
﹄

に
似
る
︒
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

︵﹃
隋
書
﹄
卷
⼆
⼗
⼋
︑
經
籍
志
︶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

﹃
史
通
﹄
本
紀
篇
も
﹃
⽵
書
紀
年
﹄
を
﹁
紀
﹂
の
起
頭
と
し
︑
さ
ら
に
本
紀
の
⽂
體
の
性
格
を
⼆
つ
述
べ
て
い
る
︒ 

 

昔
汲
冢
⽵
書
是
⽈
﹃
紀
年
﹄︑﹃
呂
⽒
春
秋
﹄
肇
⽴
紀
號
︒
蓋
紀
者
︑
綱
紀
庶
品
︑
網
羅
萬
物
︒…

…

蓋
紀
之
爲
體
︑
猶
﹃
春
秋
﹄

之
經
︑
繫
⽇
⽉
以
成
歲
時
︑
書
君
上
以
顯
國
統
︒…

…

⼜
紀
者
︑
既
以
編
年
爲
主
︑
唯
叙
天
⼦
⼀
⼈
︒
有
⼤
事
可
書
者
︑
則
⾒
之

於
年
⽉
︑
其
書
事
委
曲
︑
付
之
列
傳
︒
此
其
義
也
︒ 

昔
汲
冢
の
⽵
書
は
是
れ
﹃
紀
年
﹄
と
⽈
ひ
︑﹃
呂
⽒
春
秋
﹄
肇
め
て
紀
號
を
⽴
つ
︒
蓋
し
紀
は
︑
庶
品
を
綱
紀
し
︑
萬
物
を
網
羅

す
︒…

…

蓋
し
紀
の
體
を
爲
す
こ
と
︑
猶
ほ
﹃
春
秋
﹄
の
經
︑
⽇
⽉
を
繋
ぎ
て
以
て
歲
時
を
成
し
︑
君
上
を
書
き
て
以
て
國
統

を
顯
す
︒…

…

⼜
た
紀
は
︑
既
に
編
年
を
以
て
主
と
爲
し
︑
唯
だ
天
⼦
の
⼀
⼈
を
叙
ぶ
︒
⼤
事
の
書
く
べ
き
者
有
れ
ば
︑
則
ち

之
を
年
⽉
に
⾒
︑
其
れ
事
の
委
曲
を
書
く
は
︑
之
を
列
傳
に
付
す
︒
此
れ
其
の
義
な
り
︒
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

︵︹
唐
︺
劉
知
幾
﹃
史
通
﹄
卷
⼆
︑
本
紀
︶ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

劉
知
幾
の
考
え
た
本
紀
の
性
格
は
︑﹃
春
秋
﹄
の
よ
う
に
編
年
で
あ
る
こ
と
︑
皇
帝
⼀
⼈
の
重
要
な
こ
と
の
み
を
述
べ
︑
詳
し
い
內
容

は
列
傳
の
中
で
記
述
す
る
こ
と
の
⼆
點
で
あ
る
︒
こ
の
觀
點
に
⽴
て
ば
︑
本
紀
の
テ
キ
ス
ト
を
正
史
の
中
で
引
き
出
せ
ば
︑
編
年
類
の
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史
書
に
相
似
し
て
い
る
︒﹃
⽂
⼼
雕
⿓
﹄
史
傳
篇
に
も
﹁
晉
代
の
書
に
⾄
り
て
︑
著
作
に
繋
ぐ
︒
陸
機
始
を
肇
め
て
未
だ
備
え
ず
︵
⾄
晉

代
之
書
︑
繋
於
著
作
︒
陸
機
始
肇
⽽
未
備
︶﹂
と
い
う
話
が
あ
り
︑
陸
機
は
最
初
の
四
帝
の
帝
紀
だ
け
を
完
成
さ
せ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

つ
ま
り
︑
陸
機
は
四
卷
の
帝
紀
し
か
完
成
し
て
お
ら
ず
︑
單
⾏
し
て
流
傳
し
た
た
め
︑﹃
隋
書
﹄
卷
⼆
⼗
⼋
經
籍
志
の
古
史
類
に
收
め
ら

れ
て
い
た
︒
劉
知
幾
は
こ
れ
を
未
完
成
の
晉
史
の
⼀
部
と
し
て
扱
う
た
め
︑﹁
本
紀
﹂
篇
で
討
論
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒ 

先
に
述
べ
た
陸
機
の
﹃
晉
紀
﹄
の
體
裁
を
疑
う
⼆
つ
⽬
の
理
由
は
束
皙
の
帝
紀
で
あ
る
︒
唐
の
﹃
晉
書
﹄
陸
機
本
傳
に
は
陸
機
の
帝

紀
に
⾔
及
し
な
い
が
︑
卷
五
⼗
⼀
束
皙
傳
に
は
︑﹁
佐
著
作
郎
に
轉
じ
︑﹃
晉
書
﹄
帝
紀
・
⼗
志
を
撰
す
︵
轉
佐
著
作
郎
︑
撰
﹃
晉
書
﹄

帝
紀
・
⼗
志
︶﹂
と
記
さ
れ
︑
ま
た
﹃
初
學
記
﹄
卷
⼗
⼆
に
は
張
隱
の
﹃
⽂
⼠
傳
﹄
を
引
⽤
し
て
︑﹁
束
皙
元
康
四
年
の
晚
に
司
空
府
に

應
じ
︑
⼊
り
て
⽉
の
餘
り
︑
亦
た
著
作
佐
郎
に
除
す
︒
⻄
觀
に
著
作
し
︑﹃
晉
書
﹄
を
撰
し
︑
三
帝
紀
及
び
⼗
志
を
草
創
す
︵
束
晳
元
康

四
年
晚
應
司
空
府
︑
⼊
⽉
餘
︑
亦
除
著
作
佐
郎
︒
著
作
⻄
觀
︑
撰
﹃
晉
書
﹄︑
草
創
三
帝
紀
及
⼗
志
︶﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒ 

た
だ
︑
陸
機
と
束
皙
は
同
時
に
秘
書
監
で
國
史
の
帝
紀
を
各
⾃
撰
す
る
こ
と
は
︑
か
な
り
考
え
難
い
こ
と
で
あ
る
︒
先
⾏
硏
究
で
の

解
釋
も
異
な
�
て
い
る
︒
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
﹃
⽂
⼠
傳
﹄
の
﹁
草
創
﹂
と
﹃
晉
書
﹄
本
傳
中
の
﹁
撰
﹂
と
の
違
い
で
あ
る
︒

こ
の
語
か
ら
考
え
る
に
︑佐
著
作
郎
の
束
皙
の
帝
紀
は
定
稿
で
は
な
く
︑そ
の
草
稿
で
あ
�
て
︑最
終
的
に
は
著
作
郎
の
陸
機
に
よ
り
︑

定
め
ら
れ
た
可
能
性
が
⾼
い
︒
束
皙
の
帝
紀
は
戰
亂
で
散
逸
し
た
た
め(

22) 

︑
後
世
の
⽬
錄
の
記
錄
あ
る
い
は
評
が
な
か
�
た
が
︑

陸
機
の
帝
紀
に
つ
い
て
は
評
が
多
か
�
た
︒
陸
機
の
限
斷
の
主
張
及
び
泰
始
說
に
對
す
る
妥
協
を
こ
の
﹃
晉
紀
﹄
の
書
き
⽅
か
ら
垣
間

⾒
る
こ
と
が
で
き
る
︒ 

第
⼆
節
で
述
べ
た
陸
機
の
主
張
は
太
康
說
で
あ
り
︑
三
祖
は
事
實
上
の
皇
帝
で
あ
�
た
と
し
て
も
︑
彼
ら
の
記
事
は
﹃
魏
書
﹄
に
載

せ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
︒
し
か
し
︑
最
終
的
に
陸
機
は
國
史
の
編
纂
に
お
い
て
︑
三
祖
の
帝
紀
を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

�
た
︒
故
に
︑
實
踐
の
際
に
︑
⼆
つ
の
問
題
が
出
て
く
る
︒
⼀
つ
⽬
は
魏
晉
禪
讓
の
前
の
歷
史
︑
つ
ま
り
︑
晉
の
三
祖
を
ど
う
記
述
す

る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
︒
⼆
つ
⽬
は
︑
晉
武
帝
の
泰
始
元
年
か
ら
太
康
元
年
ま
で
の
間
の
歷
史
を
ど
う
記
述
す
る
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
︒
そ
こ
で
︑
陸
機
は
﹁
名
紀
實
傳
﹂
の
書
き
⽅
で
⾃
分
の
意
⾒
を
內
々
に
堅
持
し
た
の
で
あ
る
︒ 

 

三
祖
實
終
爲
⾂
︑
故
書
爲
⾂
之
事
︑
不
可
不
如
傳
︑
此
實
錄
之
謂
也
︒
⽽
名
同
帝
王
︑
故
⾃
帝
王
之
籍
︑
不
可
以
不
稱
紀
︑
則
追
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王
之
義
︒ 

三
祖
實
に
終
り
に
⾂
と
爲
り
︑
故
に
⾂
爲
る
事
を
書
く
︑
傳
の
ご
と
く
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
︑
此
れ
實
錄
の
謂
ひ
な
り
︒
し
か

れ
ど
も
名
は
帝
王
に
同
じ
︑故
に
⾃
づ
か
ら
帝
王
の
籍
に
あ
り
︑以
て
紀
と
稱
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
れ
ば
︑則
ち
追
王
の
義
な
り
︒ 

︵
陸
機
﹁
晉
書
限
斷
議
﹂︑﹃
初
學
記
﹄
卷
⼆
⼗
⼀
所
引
︶ 

 ﹁
晉
書
限
斷
議
﹂
の
殘
⽂
に
よ
れ
ば
︑
陸
機
は
晉
の
三
祖
が
名
義
上
は
皇
帝
と
同
等
だ
が
︑
實
際
に
は
ま
だ
⾂
下
で
あ
る
た
め
︑
執

筆
の
際
に
︑
晉
の
三
祖
の
傳
記
を
﹁
紀
﹂
と
名
付
け
る
も
の
の
︑﹁
傳
﹂
の
體
裁
で
に
書
い
た
と
い
う
︒
陸
機
は
具
體
的
に
い
か
に
執
筆

し
た
の
か
︑
す
で
に
推
測
し
か
で
き
な
か
�
た
が
︑
前
述
の
劉
知
幾
の
﹁
本
紀
﹂
の
叙
述
よ
り
︑
陸
機
は
三
祖
の
本
紀
で
編
年
し
て
い

な
か
�
た
︒
こ
こ
で
⼀
つ
の
發
想
は
︑
陸
機
が
﹃
春
秋
﹄﹃
尚
書
﹄
の
よ
う
に
﹁
晉
元
年
﹂︑﹁
晉
⼆
年
﹂
で
は
な
い
の
み
な
ら
ず
︑﹃
三

國
志
﹄
の
よ
う
に
魏
の
年
號
を
も
使
わ
ず
︑
三
祖
の
部
分
を
編
年
せ
ず
︑
晉
武
帝
の
部
分
を
編
年
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
︒
こ
の
書

き
⽅
は
︑﹃
史
記
﹄
卷
四
周
本
紀
︑
卷
五
秦
本
紀
に
既
に
模
範
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
ま
た
⼀
つ
問
題
が
殘
さ
れ
て
い
る
︒
晉
武
帝

の
本
紀
︑
特
に
太
康
元
年
以
前
の
部
分
を
い
か
に
書
く
べ
き
か
︒
た
だ
編
年
か
否
か
︑
本
紀
と
列
傳
を
區
別
で
き
な
い
︒
陸
機
の
い
う

﹁
傳
の
ご
と
き
﹂
書
き
⽅
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
か
︒
劉
知
幾
が
魏
收
﹃
魏
書
﹄
と
李
百
藥
﹃
⿑
書
﹄
を
貶
め
る
こ
と
に
よ
�

て
︑
そ
の
問
題
に
答
え
ら
れ
る
︒ 

 

如
近
代
述
者
︑
魏
著
作
︑
李
安
平
之
徒
︑
其
撰
﹃
魏
﹄︑﹃
⿑
﹄
⼆
史
︑
於
諸
帝
篇
︑
或
雜
載
⾂
下
︑
或
兼
⾔
他
事
︑
巨
細
畢
書
︑

洪
纖
備
錄
︒
全
爲
傳
體
︑
有
異
紀
⽂
︑
迷
⽽
不
悟
︑
無
乃
太
甚
︒ 

近
代
の
述
者
の
如
く
︑
魏
著
作
︑
李
安
平
の
徒
︑
其
れ
撰
す
る
﹃
魏
﹄︑﹃
⿑
﹄
⼆
史
︑
諸
帝
篇
に
於
て
︑
或
ひ
は
⾂
下
を
雜
載

し
︑
或
ひ
は
他
事
を
兼
⾔
し
︑
巨
細
畢
く
書
き
︑
洪
纖
備
さ
に
錄
す
︒
全
て
傳
體
と
爲
し
︑
紀
の
⽂
と
異
な
る
こ
と
あ
り
︑
迷

ひ
て
悟
ら
ざ
る
こ
と
︑
乃
ち
太は

な

甚は

だ
し
き
こ
と
無
か
ら
ん
や
︒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

︵︹
唐
︺
劉
知
幾
﹃
史
通
﹄
卷
⼆
︑
本
紀
︶
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先
に
引
⽤
し
た
部
分
が
劉
知
幾
は
﹁
紀
﹂
に
つ
い
て
皇
帝
⼀
⼈
の
重
要
な
こ
と
し
か
述
べ
ず
︑
詳
し
い
記
述
は
列
傳
に
⼊
れ
る
べ
き

だ
と
述
べ
て
い
た
︒
こ
こ
で
魏
收
︑
李
百
薬
な
ど
の
帝
紀
が
﹁
傳
體
﹂
と
よ
ば
れ
る
理
由
は
︑
帝
と
⾂
の
記
事
が
そ
の
繁
簡
を
問
わ
ず
︑

全
て
收
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
陸
機
が
三
祖
に
つ
い
て
殊
更
に
傳
の
ご
と
く
書
い
た
と
い
う
の
は
︑
こ
れ
と
同
樣
で
あ
る
可
能

性
が
あ
る
︒ 

ま
た
︑
こ
れ
は
正
に
泰
始
か
ら
太
康
ま
で
の
間
の
處
置
で
あ
る
可
能
性
も
⾼
い
︒
太
康
以
前
の
武
帝
朝
の
歷
史
に
つ
い
て
︑
陸
機
が

泰
始
な
ど
の
年
號
を
使
わ
な
い
こ
と
は
國
史
の
編
纂
で
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
︒
故
に
︑
陸
機
は
こ
の
段
落
の
武
帝
紀
は
次
の
よ
う
な

⼤
⾂
の
こ
と
を
混
ぜ
て
列
傳
の
よ
う
に
書
き
上
げ
た
︒ 

 

王
濬
之
在
巴
郡
也
︑
夢
懸
四
⼑
於
其
上
︑
甚
惡
之
︒
濬
主
簿
李
毅
拜
賀
⽈
︑﹁
三
⼑
爲
州
︑
⽽
⾒
益
⼀
︑
明
府
其
臨
益
州
乎
︒
﹂
濬

果
爲
益
州
刺
史
︒ 

王
濬
の
巴
郡
に
在
る
や
︑
四
⼑
の
其
の
上
に
懸
る
を
夢
み
︑
甚
だ
之
を
惡
む
︒
濬
の
主
簿
李
毅
拜
賀
し
て
⽈
く
︑﹁
三
⼑
は
州
爲

り
︑
⽽
る
に
⼀
を
益
す
を
⾒
る
は
︑
明
府
其
れ
益
州
に
臨
ま
ん
や
︒﹂
濬
果
た
し
て
益
州
刺
史
と
爲
る
︒ 

︵
陸
機
﹃
晉
武
紀
﹄︑﹃
太
平
御
覧
﹄
卷
⼆
五
四
所
引
︶  

こ
の
エ
ピ
ソ
Ñ
ド
は
﹃
太
平
御
覧
﹄
卷
三
四
五
と
卷
三
九
⼋
に
も
記
載
さ
れ
て
お
り
︑
各
々
の
書
名
は
﹁
陸
機
﹃
晉
書
﹄﹂
と
﹁
陸
機

﹃
晉
書
﹄﹁
武
紀
﹂
と
な
�
て
い
る
︒
王
濬
が
巴
郡
に
い
る
時
期
は
︑﹃
晉
書
﹄
本
傳
に
照
ら
せ
ば
︑
晉
武
帝
の
泰
始
⼋
年
︵
⼆
七
⼆
︶

の
こ
と
で
あ
る
︒
な
ぜ
﹃
太
平
御
覧
﹄
に
こ
の
エ
ピ
ソ
Ñ
ド
が
あ
る
の
か
︑
こ
の
⼀
段
落
は
陸
機
の
﹃
晉
紀
﹄
の
間
違
い
な
の
で
あ
ろ

う
か
︑
先
⾏
硏
究
は
意
⾒
が
異
な
�
て
い
る
︒
論
者
は
こ
の
⼀
例
が
﹁
武
帝
紀
﹂
の
殘
⽂
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
晉
武

帝
と
無
關
係
の
⼤
⾂
の
エ
ピ
ソ
Ñ
ド
が
﹁
武
帝
紀
﹂
に
⼊
る
の
は
︑
ま
さ
に
﹁
名
紀
實
傳
﹂
の
書
き
⽅
と
⾔
え
よ
う
︒ 

 
か
く
い
う
陸
機
の
﹁
名
紀
實
傳
﹂
の
書
き
⽅
か
ら
︑
彼
の
⼼
に
⼰
が
持
�
て
い
る
﹁
三
國
同
覇
﹂
の
歷
史
觀
と
泰
始
說
︑
儒
家
の
信

條
と
禮
法
に
從
わ
な
い
司
⾺
⽒
の
間
に
⼆
つ
⽭
盾
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒ 
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陸
機
と
賈
謐
の
違
い
は
︑
實
は
陸
機
が
魏
晉
正
統
で
は
な
く
︑
三
國
同
覇
の
史
觀
を
持
�
て
い
た
こ
と
に
あ
る
︒
泰
始
說
の
﹁
代
終

の
斷
﹂
は
魏
國
を
正
統
と
し
て
お
り
︑
故
に
晉
武
帝
が
魏
元
帝
か
ら
禪
讓
を
受
け
た
こ
と
は
正
統
の
繼
承
を
意
味
す
る
︒
し
か
し
陸
機

の
正
統
觀
は
三
國
同
覇
︑つ
ま
り
三
國
全
て
が
正
統
と
い
う
考
え
⽅
で
あ
る
︒か
か
る
觀
念
は
陸
機
の
ほ
か
の
詩
⽂
の
中
に
も
⾒
え
る
︒

ま
ず
︑
魏
が
漢
に
替
わ
る
こ
と
は
︑
天
命
が
魏
に
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
陸
機
が
天
命
は
わ
ず
か
吳
に
當
た
る
こ
と
に
拘
ら
な
い
︒
第
⼆
回

の
限
斷
の
議
論
と
同
年
に
作
�
た
﹁
弔
魏
武
帝
⽂
﹂︵﹃
⽂
選
卷
六
⼗
﹄︶
に
は
︑﹁
建
安
の
三
⼋
に
當
た
り
︑
實
に
⼤
命
の
艱
き
所
な
り

︵
當
建
安
之
三
⼋
︑
實
⼤
命
之
所
艱
︶﹂
の
⼀
句
が
あ
る
︒
建
安
⼆
⼗
四
年
︑
曹
操
は
病
重
く
︑
翌
年
の
正
⽉
に
崩
御
し
た
︒
曹
操
は
天

命
を
受
け
た
も
の
の
︑
す
ぐ
に
亡
く
な
�
て
し
ま
�
た
の
で
︑
故
に
︑﹁
⼤
命
の
艱
き
所
﹂
と
︒
ま
た
︑
曹
操
は
天
命
を
受
け
た
が
︑
孫

吳
︑
蜀
漢
も
同
じ
で
あ
る
︒ 

 
陸
機
は
﹁
答
賈
⻑
淵
﹂︵﹃
⽂
選
﹄
卷
⼆
⼗
四
︶
の
中
で
魏
︑
蜀
︑
吳
對
等
の
⽴
場
を
強
調
し
て
い
る
︒﹁
爰
に
兹
の
有
魏
は
︑
宮
に
天

⾢
に
即
く
︒
吳
は
實
に
⿓
の
ご
と
く
⾶
び
︑
劉
も
亦
た
岳
の
ご
と
く
⽴
つ
︵
吳
實
⿓
⾶
︑
劉
亦
岳
⽴
︶﹂︒
ま
た
︑
曹
操
︑
劉
備
︑
孫
權

は
平
等
な
﹁
三
哲
﹂
と
呼
び
︑
各
⾃
の
君
主
ど
ち
ら
で
も
皇
帝
と
⾔
え
る
︒
そ
し
て
︑﹁
獄
訟
魏
を
違 さ

り
︑
謳
歌
晉
に
適 ゆ

け
り
︵
獄
訟
違

魏
︑
謳
歌
適
晉
︶﹂
の
⼀
句
よ
り
分
か
る
こ
と
は
︑
魏
か
ら
晉
ま
で
の
政
權
變
更
は
︑
堯
舜
の
よ
う
な
禪
讓
で
は
な
く
︑
堯
の
息
⼦
の
丹

朱
と
舜
の
よ
う
な
關
係
で
あ
る
︒
推
論
す
れ
ば
︑
吳
と
晉
も
同
じ
平
等
な
關
係
で
あ
ろ
う
︒﹁
庸
岷
は
顙
を
稽
け
︑
三
江
も
獻
を
改
む
︵
庸

岷
稽
顙
︑
三
江
改
獻
︶﹂
の
こ
と
が
あ
る
か
ら
︑﹁
天
⼈
を
對
揚
し
︑
秩
で
斯
の
祜
有
り
︵
天
⼈
對
揚
︑
有
秩
斯
祜
︶﹂
と
⾔
え
る
︒ 

ま
た
︑﹁
辨
亡
論
﹂︵﹃
⽂
選
﹄
卷
五
⼗
︶
で
︑
陸
機
は
⻄
晉
の
軍
隊
が
吳
を
滅
亡
し
た
後
に
︑﹁﹃
易
﹄
に
⽈
く
︑﹁
湯
武
は
命
を
⾰
め

て
天
に
從
ふ
﹂﹂
と
の
⼀
句
が
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
晉
が
吳
を
滅
亡
し
て
は
じ
め
て
﹁
⾰
命
﹂
が
成
し
遂
げ
ら
れ
た
と
考
え
て
お
り
︑
す
な

わ
ち
︑
吳
の
滅
亡
以
前
は
ま
だ
正
統
な
皇
帝
と
は
⾔
え
な
か
�
た
の
で
あ
る
︒ 

ま
た
︑
晉
の
三
祖
を
皇
帝
と
み
な
さ
な
い
考
え
⽅
は
︑
陸
機
の
晉
の
政
權
の
取
り
⽅
に
對
す
る
不
滿
を
含
ん
で
い
る
︒
陸
機
は
本
傳

で
﹁
服
膺
儒
術
︑
⾮
禮
不
動
﹂
と
評
さ
れ
て
い
る
︒
第
⼆
節
に
⾔
及
し
た
陸
機
の
⼀
つ
の
意
⾒
は
︑
三
祖
の
攝
政
は
﹃
尚
書
﹄
の
儀
禮

に
合
わ
な
か
�
た
︒
ま
た
︑
同
年
に
創
作
さ
れ
た
﹁
弔
魏
武
帝
⽂
﹂
は
︑
曹
操
に
天
命
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
︒
の
み
な
ら
ず
︑

陸
機
は
弔
⽂
の
本
⽂
中
に
︑
曹
操
の
漢
を
救
う
功
績
を
多
く
の
紙
幅
を
割
い
て
論
じ
て
い
る
︒
儒
家
の
﹁
天
下
を
三
分
し
て
其
の
⼆
を
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有
し
︑
以
て
殷
に
服
事
す
﹂
と
い
う
觀
念
を
重
視
し
て
い
た
︒
當
時
司
⾺
⽒
の
簒
奪
の
經
緯
を
書
く
こ
と
は
不
可
能
だ
�
た
︒
こ
こ
の

﹁
名
紀
實
傳
﹂
の
書
き
⽅
は
實
は
陸
機
の
⼼
の
中
の
葛
藤
を
映
し
て
い
る
︒
逆
に
︑
漢
を
救
お
う
と
す
る
曹
操
に
對
す
る
︑
陸
機
が
相

當
な
好
感
を
持
�
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
次
章
に
論
じ
よ
う
と
思
う
︒ 

 

︻
注
︼ 

(

１)

  

﹃
晉
書
﹄
卷
三
武
帝
紀
に
﹁
泰
始
元
年
冬
⼗
⼆
⽉
丁
卯…

…

迫
尊
宣
王
爲
宣
皇
帝
︑
景
王
爲
景
皇
帝
︑
⽂
王
爲
⽂
皇
帝
︑
宣
王

妃
張
⽒
爲
宣
穆
皇
后
︒
尊
太
妃
王
⽒
⽈
皇
太
后
︑
宮
⽈
崇
化
﹂
と
あ
る
︒ 

(

２)

  

﹃
晉
書
﹄
の
限
斷
問
題
に
關
す
る
主
な
先
⾏
硏
究
は
︑
①
饒
宗
頤
﹃
中
國
史
學
上
之
正
統
論
﹄︵
⾹
港
⿓
⾨
書
店
︑
⼀
九
七
七

年
︶︒
②
周
⼀
良
﹁
魏
晉
南
北
朝
史
學
與
王
朝
禪
代
﹂︵﹃
北
京
⼤
學
學
報
﹄
哲
學
社
會
科
學
版
︑
⼀
九
⼋
七
年
︑
第
⼆
期
︑
後
﹃
魏

晉
南
北
朝
史
論
集
﹄﹇
北
京
⼤
學
出
版
社
︑
⼀
九
九
七
年
﹈
再
錄
︶︒
③
沈
⽟
成
﹁﹁
⽵
林
七
賢
﹂
與
﹁
⼆
⼗
四
友
﹂﹂︵﹃
遼
寧
⼤
學

學
報
﹄︑
⼀
九
九
〇
年
︑
第
六
期
︑
後
﹃
沈
⽟
成
⽂
存
﹄﹇
中
華
書
局
︑
⼆
〇
〇
六
年
﹈
收
錄
︶︒
④
兪
灝
敏
﹁
⻄
晉
議
晉
書
限
斷

考
辨
﹂︵﹃
安
徽
史
學
﹄︑
⼀
九
九
六
年
︑
第
⼆
期
︶︒
⑤
朱
曉
海
﹁
潘
岳
論
﹂︵﹃
燕
京
學
報
﹄︑
⼆
〇
〇
三
年
︑
新
⼗
五
期
︶︒
⑥
閻

歩
克
﹁
⻄
晉
﹁
清
議
﹂
呼
吁
之
簡
析
及
推
論
﹂︵﹃
樂
師
與
史
官
﹄︑
三
聯
書
店
︑
⼆
〇
〇
⼀
年
︶︒
⑦
兪
⼠
玲
﹃
陸
機
陸
雲
年
譜
﹄

︵
⼈
⺠
⽂
學
出
版
社
︑
⼆
〇
〇
九
年
︶︒
⑧
徐
沖
﹃
中
古
時
代
的
歷
史
書
寫
與
皇
帝
權
⼒
起
源
﹄︑
上
海
古
籍
出
版
社
︑
⼆
〇
⼀
七

年
︶︒
⑨
謝
明
憲
﹁
泰
始
爲
斷
的
歷
史
書
寫
�﹃
晉
書
﹄
限
斷
的
難
題
與
陸
機
的
新
議
﹂︵﹃
臺
⼤
中
⽂
學
報
﹄
⼆
〇
⼀
五
年
︑
第
四

⼗
九
期
︶︒
⑩
柳
春
新
﹁
陸
機
晉
紀
與
晉
史
的
修
撰
起
源
﹂︵﹃
魏
晉
南
北
朝
隋
唐
史
資
料
﹄
第
三
⼗
⼆
輯
︑
上
海
古
籍
出
版
社
︑

⼆
〇
⼀
五
年
︶︒
⑪
楊
明
﹃
陸
機
集
校
箋
﹄︵
上
海
古
籍
出
版
社
︑
⼆
〇
⼀
六
年
︶︒
⑫
船
⽊
勝
⾺
﹁
晉
朝
に
お
け
る
史
官
・
修
史

を
め
ぐ
�
て
﹂︵﹃
⽇
野
開
三
郎
博
⼠
頌
壽
紀
念
論
集 

中
國
社
會
・
制
度
・
⽂
化
史
の
諸
問
題
﹄︑
中
國
書
店
︑
⼀
九
⼋
七
年
︶
な

ど
が
あ
る
︒ 

︵
３
︶ 

前
掲
注(

２)

⑦
兪
⼠
玲
は
太
康
七
︑
⼋
年
頃
と
し
︑
⑩
柳
春
新
は
太
康
三
︑
四
年
頃
と
す
る
︒ 

︵
４
︶ 

ま
た
︑﹃
册
府
元
⿔
﹄
卷
五
百
五
⼗
九
﹁
國
史
部
﹂
に
も
魏
收
と
李
德
林
の
議
論
を
收
め
る
が
︑
⽂
字
に
異
同
が
存
在
す
る
︒ 

︵
５
︶ 

例
え
ば
︑
下
⽂
の
注
︵
６
︶
に
提
起
す
る
﹁
須
格
於
⽂
祖
﹂
と
﹁
不
須
格
於
⽂
祖
﹂
の
相
違
︑
ま
た
該
當
部
分
陸
機
の
意
⾒
を
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い
か
に
理
解
す
べ
き
か
に
つ
い
て
︑
楊
明
以
外
の
先
⾏
硏
究
は
殆
ど
注
意
し
て
い
な
い
︒ 

︵
６
︶ 
﹃
隋
書
﹄
の
テ
キ
ス
ト
に
︑﹁
須
格
於
⽂
祖
也
﹂
に
作
る
︒
し
か
し
︑﹃
隋
書
﹄
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
れ
ば
︑﹁
須
格
於
⽂
祖
﹂
と

下
の
﹁
何
得
不
須
格
於
⽂
祖
也
﹂
の
⽂
脈
が
通
じ
な
く
な
る
︒
ゆ
え
に
︑﹃
册
府
元
⿔
﹄
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
�
て
︑﹁
不
﹂
の
字
を

補
う
︒
先
⾏
硏
究
で
も
楊
明
が
こ
れ
を
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
楊
⽒
を
含
む
先
⾏
硏
究
で
は
︑
陸
機
が
い
う
舜
と
晉

の
三
祖
と
の
間
の
具
體
的
な
區
別
を
は
�
き
り
⽰
し
て
い
な
い
︒
案
ず
る
に
︑﹃
尚
書
﹄
堯
典
の
﹁
格
於
⽂
祖
﹂
は
た
だ
の
禮
儀

で
は
な
く
︑
宗
廟
で
百
官
を
任
命
す
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
實
權
を
掌
握
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
逆
に
︑﹁
肆
類
上
帝
﹂︑

﹁
班
瑞
群
后
﹂
は
そ
の
儀
禮
で
あ
る
︒
陸
機
は
舜
が
即
位
の
儀
禮
を
⾏
�
て
い
る
の
で
︑
實
權
を
掌
握
し
な
く
て
も
皇
帝
と
は
⾔

え
︑
逆
に
︑
晉
の
三
祖
が
實
權
を
握
�
て
も
︑
即
位
の
儀
禮
を
⾏
�
て
い
な
い
の
で
︑
皇
帝
と
は
⾔
え
な
い
と
說
い
て
い
る
︒
李

德
林
か
ら
み
れ
ば
︑
舜
と
對
照
し
て
︑
益
が
禹
に
帝
位
を
傳
え
て
い
た
が
︑
實
權
を
掌
握
し
て
い
な
い
の
で
︑
最
後
に 

啓
に
帝

位
を
奪
わ
れ
た
︒
ゆ
え
に
︑
實
權
を
掌
握
す
る
こ
と
が
⼤
事
だ
と
考
え
て
い
る
︒ 

︵
７
︶ 

李
德
林
の
書
に
基
づ
き
陸
機
の
太
康
說
を
導
き
出
す
の
は
︑
前
掲
注(

２)

⑦
兪
⼠
玲
で
あ
る
︒
①
饒
宗
頤
︑
⑧
徐
沖
は
︑
陸
機

と
賈
謐
の
意
⾒
は
⼀
致
す
る
と
考
え
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
は
⼲
寶
﹃
晉
紀
﹄
の
內
容
と
⽭
盾
す
る
︒
⑪
楊
明
は
陸
機
が
泰
始

說
を
贊
成
し
︑
必
ず
し
も
太
康
說
に
拘
�
て
い
な
い
と
考
え
︑
ま
た
陸
機
と
賈
謐
の
論
點
の
相
違
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
︑
陸
機

が
三
祖
を
編
年
し
な
い
と
主
張
し
︑
賈
謐
が
魏
の
紀
年
を
使
う
と
主
張
す
る
︑
と
い
う
相
違
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
︒
し
か
し
︑

楊
明
の
解
釋
は
ま
だ
﹁
正
司
⾺
炎
兼
併
︑
許
其
帝
號
﹂
の
⼀
句
を
解
釋
で
き
て
い
な
い
︒ 

︵
８
︶ 

こ
の
瑞
祥
は
﹃
晉
書
﹄
卷
⼆
⼗
七
五
⾏
志
に
も
記
載
が
あ
る
︒
原
⽂
は
﹁
魏
時
張
掖
⽯
瑞
︑
雖
是
晉
之
符
命
︑
⽽
於
魏
爲
妖
︒

好
攻
戰
︑
軽
百
姓
︑
飾
城
郭
︑
侵
邊
境
︑
魏
⽒
三
祖
皆
有
其
事
︒
⽯
圖
發
於
⾮
常
之
⽂
︑
此
不
從
⾰
之
異
也
︒
晉
定
⼤
業
︑
多
斃

曹
⽒
︑
⽯
瑞
⽂
﹁
⼤
討
曹
﹂
之
應
也
﹂
と
あ
る
︒ 

︵
９
︶ 

⾚
雀
は
⽂
王
の
受
命
の
し
る
し
で
あ
る
と
す
る
考
え
⽅
は
︑
漢
代
の
緯
書
か
ら
出
た
說
で
あ
る
︒﹃
藝
⽂
類
聚
﹄
卷
⼗
に
﹁﹃
尚

書
中
候
﹄
⽈
︑
季
秋
︑
⾚
雀
銜
丹
書
⼊
酆
︑
⽌
于
昌
⼾
︑
昌
拜
稽
⾸
︑
受
最
⽈
︑﹁
姫
昌
蒼
帝
⼦
﹂﹂
と
あ
る
︒
後
漢
の
儒
者
は
⼆

度
天
命
の
徵
が
出
た
原
因
に
つ
い
て
︑
⽂
王
が
天
命
に
應
じ
な
か
�
た
の
で
︑
武
王
の
時
に
再
び
現
れ
た
と
說
明
し
て
い
る
︒
例

え
ば
︑
王
充
は
﹃
論
衡
﹄
初
稟
に
﹁
⽂
王
得
⾚
雀
︑
武
王
得
⽩
⿂
⾚
烏
︑
儒
者
論
之
︑
以
爲
雀
則
⽂
王
受
命
︑
⿂
烏
則
武
王
受
命
︑
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⽂
武
受
命
於
天
︑
天
⽤
雀
與
⿂
烏
命
授
之
也
︒
天
⽤
⾚
雀
命
⽂
王
︑
⽂
王
不
受
︑
天
復
⽤
⿂
︑
烏
命
武
王
也
﹂
と
說
い
て
い
る
︒

三
國
時
代
も
こ
の
說
が
流
⾏
し
て
お
り
︑
曹
植
﹁
⽂
王
⾚
雀
贊
﹂
が
﹃
藝
⽂
類
聚
﹄
卷
⼗
⼆
に
收
め
ら
れ
て
い
る
︒
⽩
⿂
は
武
王

受
命
の
し
る
し
で
︑﹃
史
記
﹄
卷
四
周
本
紀
に
﹁
武
王
渡
河
︑
中
流
︑
⽩
⿂
躍
⼊
王
⾈
中
︑
武
王
俯
取
以
祭
︒
既
渡
︑
有
⽕
⾃
上

復
于
下
︑
⾄
于
王
屋
︑
流
爲
烏
︑
其
⾊
⾚
︑
其
聲
魄
云
﹂
と
あ
る
︒ 

(

10)   

前
掲
注(
２)

⑨
謝
明
憲
論
⽂
は
︑
晉
武
帝
朝
の
祥
瑞
と
武
帝
が
⾃
ら
受
命
に
導
い
た
經
緯
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
︒ 

(

11)  

﹃
晉
書
﹄
卷
三
武
帝
紀
に
﹁︵
泰
始
三
年
︶
夏
四
⽉
戊
午
︑
張
掖
太
守
焦
勝
上
⾔
︑
氐
池
縣
⼤
柳
⾕
⼝
有
⽞
⽯
⼀
所
︑
⽩
晝
成
⽂
︑

實
⼤
晉
之
休
祥
︑
圖
之
以
獻
︒
詔
以
制
幣
告
於
太
廟
︑
蔵
之
天
府
﹂
と
あ
り
︑
ま
た
︑﹁﹃
搜
神
記
﹄
卷
四
に
﹁
初
︑
漢
元
・
成
之

世
︑
先
識
之
⼠
有
⾔
⽈
︑﹁
魏
年
有
和
︑
當
有
開
⽯
於
⻄
三
千
餘
⾥
︑
繫
五
⾺
︑
⽂
⽈
﹁
⼤
討
曹
︒﹂﹂
及
魏
之
初
興
也
︑
張
掖
之

柳
⾕
有
開
⽯
焉
︒
始
⾒
於
建
安
︑
形
成
於
⿈
初
︑
⽂
備
於
太
和
︒…

…

此
⼀
事
者
︑
魏
晉
代
興
之
符
也
︒
⾄
晉
泰
始
三
年
︑
張
掖

太
守
焦
勝
上
⾔
︑﹁
以
留
郡
本
國
圖
校
今
⽯
⽂
︑
⽂
字
多
少
不
同
︑
謹
具
圖
上
﹂﹂
と
あ
る
︒ 

(

12)

 
周
の
⽂
王
も
こ
の
⼀
類
に
屬
す
る
︒﹃
尚
書
﹄
泰
誓
篇
に
﹁
惟
⼗
有
⼀
年
︑
武
王
伐
殷
﹂
と
あ
り
︑
僞
孔
傳
は
﹁
周
⾃
﹃
虞
芮
質

厥
成
﹄︑
諸
侯
竝
附
︑
以
爲
受
命
之
年
︒
⾄
九
年
⽽
⽂
王
卒
︑
武
王
三
年
服
畢
︑
觀
兵
孟
津
︑
以
⼘
諸
侯
伐
紂
之
⼼
﹂
と
說
明
す

る
︒
こ
こ
で
は
⽂
王
の
受
命
か
ら
起
算
し
て
⼗
⼀
年
で
あ
る
︒
⽂
王
は
ま
だ
即
位
し
な
か
�
た
が
︑
す
で
に
起
算
で
き
る
︒ 

(

13)

 
﹃
史
記
﹄
卷
四
周
本
紀
は
⽂
王
以
前
の
歷
史
を
紀
年
し
て
い
な
い
︒
ま
た
同
書
卷
五
秦
本
紀
も
秦
莊
公
以
前
の
歷
史
を
紀
年
し

て
い
な
い
︒ 

(

14)

 
そ
の
他
の
說
と
し
て
︑
前
掲
注(

２)

③
沈
⽟
成
は
︑
賈
謐
が
賈
⽒
⼀
族
の
榮
華
を
永
續
さ
せ
る
た
め
に
︑
泰
始
說
は
司
⾺
炎
直

系
の
正
統
性
を
述
べ
︑
傍
系
の
司
⾺
⽒
⼀
族
を
排
除
で
き
る
と
主
張
し
た
︒
④
兪
灝
敏
は
︑
賈
謐
の
主
張
に
深
い
配
慮
は
な
く
︑

單
に
歷
史
問
題
を
討
論
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
︒
⑤
朱
曉
海
は
︑
賈
謐
の
泰
始
說
に
は
別
の
意
圖
が
あ
る
と
考
え
た
︒
⑦
兪
⼠

玲
も
賈
謐
の
主
張
は
別
の
意
圖
に
よ
る
と
す
る
︒
た
だ
し
愍
懷
太
⼦
⼀
派
の
張
華
ら
が
贊
同
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
③
沈
⽟
成

の
觀
點
に
贊
同
し
︑
賈
謐
と
愍
懷
太
⼦
は
敵
對
關
係
に
あ
る
が
︑
司
⾺
⽒
や
他
の
貴
族
と
對
⽴
す
る
點
で
⼀
致
し
て
い
た
と
し

た
︒⑧
徐
沖
は
泰
始
說
と
正
始
說
︑嘉
平
說
の
區
別
は
︑泰
始
說
が
禪
讓
を
⻄
晉
政
權
の
由
來
と
す
る
正
統
性
を
強
調
し
て
い
る
︒ 

(

15)  

朱
曉
海
﹁
⻄
晉
佐
命
功
⾂
銘
饗
表
微
﹂︵﹃
臺
⼤
中
⽂
學
報
﹄︑
⼆
〇
〇
三
年
︶︑
仇
⿅
鳴
﹃
魏
晉
之
际
的
政
治
权
⼒
與
家
族
⽹
络
﹄
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︵
上
海
古
籍
出
版
社
︑
⼆
〇
⼀
⼆
年
版
︶
を
參
照
︒ 

(
16)
 

王
隱
﹃
晉
書
﹄
に
は
︑
荀
顗
の
弟
の
荀
粲
に
つ
い
て
も
傳
が
あ
る
︒ 

(

17)
 

﹃
晉
書
﹄
卷
四
⼗
賈
充
傳
原
⽂
は
以
下
の
と
お
り
︒﹁
後
爲
⽂
帝
⼤
將
軍
司
⾺
︑
轉
右
⻑
史
︒
帝
新
執
朝
權
︑
恐
⽅
鎮
有
異
議
︑

使
充
詣
諸
葛
誕
︑
圖
欲
伐
吳
︑
陰
察
其
變
︒
充
既
論
說
時
事
︑
因
謂
誕
⽈
︑﹁
天
下
皆
願
禪
代
︑
君
以
爲
如
何
︒
﹂
誕
厲
聲
⽈
︑

﹁
卿
⾮
賈
豫
州
⼦
乎
︒
世
受
魏
恩
︑
豈
可
欲
以
社
稷
輸
⼈
乎
︒
若
洛
中
有
難
︑
吾
當
死
之
︒﹂
充
黙
然
﹂︒ 

(

18)

 
﹃
晉
書
﹄
卷
⼀
宣
帝
紀
は
以
下
の
と
お
り
︒﹁︵
嘉
平
三
年
︶
六
⽉
︑
帝
寝
疾
︑
夢
賈
逵
・
王
凌
爲
祟
︑
甚
惡
之
︒
秋
⼋
⽉
戊
寅
︑

崩
於
京
師
︑
時
年
七
⼗
三
︒
﹂ 

(

19)

 
﹃
晉
書
﹄
卷
四
⼗
賈
模
傳
原
⽂
は
以
下
の
と
お
り
︒﹁
充
年
衰
疾
劇
︑
恒
憂
⼰
謚
傳
︑
模
⽈
︑﹁
是
⾮
久
⾃
⾒
︑
不
可
掩
也
﹂︒
﹂ 

(

20)

 
﹃
⽂
選
﹄
卷
⼆
⼗
九
王
瓚
﹁
雜
詩
﹂
の
李
善
注
に
臧
榮
緒
﹃
晉
書
﹄
が
あ
り
︑﹁
王
瓚
字
正
⻑
︒
義
陽
⼈
也
︒
博
學
有
俊
才
︒

闢
司
空
掾
︒
歷
散
騎
侍
郎
︒
卒
︒﹂
と
記
す
︒ 

(

21)

 
こ
の
說
は
清
の
浦
起
⿓
の
﹃
史
通
通
釋
﹄
よ
り
始
ま
�
た
︒
  

(

22)

 
﹃
晉
書
﹄
卷
五
⼗
⼀
束
皙
傳
に
﹁
所
著
﹃
三
魏
⼈
⼠
傳
﹄︑﹃
七
代
通
記
﹄︑﹃
晉
書
﹄﹁
紀
﹂﹁
志
﹂︑
遇
亂
亡
失
﹂
と
あ
る
︒ 
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第
⼆
章  

陸
機
﹁
弔
魏
武
帝
⽂
﹂
の
創
作
動
機
  

  

⻄
晉
元
康
⼋
年
︵
⼆
九
⼋
︶︑
陸
機
は
著
作
郎
に
任
ぜ
ら
れ
︑
祕
閣
の
中
で
曹
操
の
遺
令
を
⾒
て
歎
息
し
︑﹁
弔
魏
武
帝
⽂
﹂
を
作
�

た
︒
魏
國
の
實
際
の
創
始
者
で
あ
る
曹
操
に
對
し
て
︑
陸
機
は
彼
が
ど
の
よ
う
に
描
い
た
の
か
︒
ま
ず
︑
そ
の
⽂
章
を
少
し
觸
れ
て
み

よ
う
︒
陸
機
の
筆
下
の
曹
操
は
ま
ず
時
代
を
超
え
て
天
下
無
雙
の
英
雄
で
あ
�
た
︒ 

 

 
 
伊
君
王
之
赫
奕 

 
 

 
伊
れ
君
王
の
赫
奕
た
る
︑ 

    

寔
終
古
之
所
難 

 
 

 

寔
に
終
古
の
難
し
と
す
る
所
︒ 

    

威
先
天
⽽
蓋
世 

 
 

 

威
は
天
に
先
ち
て
世
を
蓋
ひ
︑ 

    

⼒
盪
海
⽽
拔
⼭ 

 
 

 

⼒
は
海
を
盪
し
て
⼭
を
拔
く
︒ 

厄
奚
險
⽽
弗
濟 

 
 

 

厄や
く

 
奚
の
險
に
し
て
濟
は
ざ
ら
ん
︑ 

    

敵
何
彊
⽽
不
殘 

 
 

 

敵
 
何
の
彊
に
し
て
殘
は
ざ
ら
ん
︒ 

    

每
因
禍
以
禔
福 

  
 

 
 
每
に
禍
に
因
り
て
以
て
福
に
禔や

す
ん

じ 

︑ 

    

亦
踐
危
⽽
必
安 

 
 

 

亦
た
危
ふ
き
を
踐
ん
で
必
ず
安
し
︒ ︵

陸
機
﹁
弔
魏
武
帝
⽂
﹂︑﹃
⽂
選
﹄
卷
六
⼗
︑
以
下
も
同
じ
︶ 
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し
か
し
︑
か
く
い
う
英
雄
的
存
在
で
あ
る
は
ず
の
曹
操
は
︑
臨
終
の
際
に
︑
意
外
に
も
家
族
に
對
す
る
気
が
か
り
を
吐
露
す
る
凡
⼈

の
よ
う
な
遺
令
を
い
く
つ
か
殘
し
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
明
代
の
﹃
三
國
志
演
義
﹄
に
も
素
材
と
し
て
と
ら
れ
た
著
名
な
﹁
分
⾹
賣
履
﹂

の
物
語
は
こ
の
﹁
弔
魏
武
帝
⽂
﹂
か
ら
取
材
し
た
も
の
で
あ
る
︒
弔
⽂
の
序
⽂
で
は
︑ 

 

餘
⾹
可
分
︑
與
諸
夫
⼈
︒
諸
舍
中
無
所
爲
︑
學
作
履
組
賣
也
︒ 

餘
⾹
は
分
ち
て
︑
諸
夫
⼈
に
與
ふ
べ
し
︒
諸
々
の
舍
中
に
爲
す
所
無
き
は
︑
履
組
を
作
る
を
學
び
て
賣
れ
︒ 

 

と
い
う
遺
令
を
寫
し
た
︒
陸
機
も
英
雄
の
臨
終
の
際
の
こ
の
よ
う
な
⼼
情
の
吐
露
を
意
外
に
思
い
︑﹁
弔
魏
武
帝
⽂
﹂
で
次
の
よ
う
に
追

悼
し
て
い
る
︒ 

 

惜
內
顧
之
纏
綿 

 
 

 
內
顧
の
纏
綿
を
惜
し
み
︑ 

恨
末
命
之
微
詳 

 
 

 

末
命
の
微
詳
を
恨
む
︒ 

紆
廣
念
於
履
組 

 
 

 

廣
念
を
履
組
に
紆
ひ
︑ 

塵
清
慮
於
餘
⾹ 

 
 

 

清
慮
を
餘
⾹
に
塵け

が

す
︒ 

結
遺
情
之
婉
孌 
 

 
 

遺
情
の
婉
孌
た
る
を
結
び
︑ 

何
命
促
⽽
意
⻑ 

 
 

 

何
ぞ
命
の
促
か
に
し
て
意
の
⻑
き
︒ 

 魏
の
國
の
實
際
の
創
始
者
で
あ
る
曹
操
に
對
し
て
︑
陸
機
は
か
か
る
英
雄
的
存
在
に
對
し
て
︑
そ
の
臨
終
に
際
し
て
︑
た
だ
⼀
凡
⼈

の
よ
う
に
︑
家
族
に
對
す
る
気
掛
か
り
を
も
の
す
ご
く
吐
露
し
た
こ
と
を
意
外
に
思
い
︑
追
悼
し
た
︒ 

 

 
そ
も
そ
も
通
常
︑
君
主
の
遺
令
と
い
う
の
は
︑
そ
の
內
容
が
公
的
な
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
が
︑
陸
機
の
﹁
弔
魏
武
帝
⽂
﹂
で
は
︑
曹
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操
の
⼈
物
像
が
意
外
に
凡
⼈
の
よ
う
に
描
か
れ
る
︒
た
だ
し
︑
陸
機
の
こ
の
よ
う
な
曹
操
の
描
寫
に
つ
い
て
︑
先
⾏
硏
究
は
︑
陸
機
の

曹
操
に
對
す
る
態
度
を
考
慮
し
た
上
で
︑
三
つ
の
異
な
る
⾒
解
に
分
か
れ
る
︒
本
章
で
は
︑
先
⾏
硏
究
に
基
づ
き
つ
つ
︑
陸
機
の
﹁
弔

魏
武
帝
⽂
﹂
を
讀
み
︑
陸
機
が
如
何
な
る
感
情
で
こ
の
弔
⽂
を
執
筆
し
た
の
か
再
檢
討
を
⾏
い
︑﹁
弔
魏
武
帝
⽂
﹂
の
創
作
動
機
の
解
明

を
⽬
指
す
も
の
で
あ
る
︒ 

 
 

第
⼀
節
 

﹁
弔
魏
武
帝
⽂
﹂
の
先
⾏
硏
究
に
關
す
る
問
題
點 

 

こ
の
弔
⽂
制
作
の
⽬
的
や
陸
機
の
執
筆
態
度
に
つ
い
て
は
︑
先
⾏
硏
究
に
お
い
て
幾
つ
か
の
異
な
る
意
⾒
が
存
在
し
︑
主
に
次
の
三

種
に
⼤
別
で
き
る
︒ 

第
⼀
は
陸
機
が
曹
操
を
貶
め
て
い
る
と
す
る
考
え
⽅
で
あ
る
︒
こ
の
說
は
章
太
炎
と
そ
の
弟
⼦
の
⿈
侃
が
提
唱
し
た
も
の
で
︑
章
太

炎
は
︑﹁
こ
れ
は
弔
⽂
だ
け
れ
ど
も
︑
そ
も
そ
も
何
と
誹
謗
の
書
の
よ
う
で
あ
ろ
う
か
︵
此
雖
弔
⽂
︑
抑
何
似
謗
書
也
︶﹂
と
說
き
︑
⿈

侃
は
︑﹁
こ
の
⽂
は
盡
く
魏
の
武
帝
を
譏
�
て
お
り
︑
た
だ
悼
む
に
託
し
︵
此
⽂
誚
辱
武
帝
︑
亦
云
盡
酷
︑
特
託
云
傷
懷
⽿
︶﹂
と
說
く
︒

同
じ
く
章
太
炎
の
弟
⼦
で
あ
る
但
燾
は
︑﹁
陸
機
が
發
憤
し
て
魏
の
武
帝
を
諷
刺
す
る
こ
と
は
︑
⾔
い
た
い
⾔
葉
を
⼀
⾒
眞
實
と
は
反
對

の
こ
と
の
よ
う
に
さ
せ
る
が
︑
無
病
の
呻
吟
で
は
な
い
︵
其
發
憤
譏
評
武
帝
︑
正
⾔
若
反
︑
⾮
無
病
⽽
呻
也
︶﹂
と
說
く
︒
⽇
本
で
も
同

樣
の
意
⾒
が
あ
る
︒
⽮
嶋
美
都
⼦
は
﹁
英
雄
の
理
想
像
の
崩
壊
を
惜
し
む
氣
持
ち
の
表
れ
︑
と
も
と
れ
る
が
む
し
ろ
曹
操
の
イ
メ
Ñ
ジ

を
歪
曲
︑
矮
⼩
化
す
る
印
象
を
否
め
な
い
﹂
と
主
張
し
︑
渡
邉
義
浩
は
﹁
陸
機
の
眼
⽬
は…

…

天
下
の
英
雄
と
し
て
⼥
々
し
い
︑
と
曹

操
を
批
判
す
る
こ
と
に
あ
る
﹂
と
說
く
︵
１
︶︒ 

第
⼆
は
陸
機
が
曹
操
を
尊
敬
し
て
い
る
と
す
る
考
え
⽅
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
陳
世
驤
は
﹁
こ
の
追
尊
さ
れ
た
皇
帝
に
對
す
る
陸
機
の

憧
憬
は
︑
作
品
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
殆
ど
病
的
な
も
の
に
ま
で
⾼
ま
�
て
い
�
た
︵Luchi's adoration for this posthum

ous 
king as expressed in his ow

n w
riting nearly verged on m

orbidity
︶﹂
と
評
し
︑
こ
の
弔
⽂
に
は
陸
機
の
曹
操
に
對
す
る
憧
れ

の
気
持
ち
が
溢
れ
て
い
る
と
說
く
︒
現
代
の
硏
究
者
俞
⼠
玲
も
﹁
陸
⽒
兄
弟
は
︑
魏
の
武
帝
の
曹
操
に
對
し
て
强
い
好
奇
⼼
を
持
�
て
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い
る
︒
陸
機
の
⼼
の
中
の
曹
操
は
︑
素
晴
ら
し
い
英
雄
で
あ
り
︑
君
王
で
あ
る
︒
こ
の
弔
⽂
は
︑
曹
操
の
個
⼈
的
な
感
情
の
表
出
に
注

⽬
し
︑
こ
れ
に
よ
�
て
﹃
情
﹄
に
對
し
て
肯
定
的
に
說
明
し
た
︒
典
型
的
な
事
例
に
よ
�
て
︑
魏
晉
以
來
の
﹃
聖
⼈
は
情
無
し
﹄﹃
聖
⼈

は
情
有
り
﹄﹃
情
の
鍾あ

つ

ま
る
と
こ
ろ
正
に
我
輩
に
在
る
﹄
な
ど
の
情
に
關
す
る
議
論
と
對
應
し
て
い
る
︵
⼆
陸
對
魏
武
帝
曹
操
有
强
烈
的

好
奇
⼼…

…
在
陸
機
⼼
⽬
中
︑
曹
操
爲
蓋
世
英
雄
︑
赫
奕
君
王…
…

此
⽂
⼗
分
關
注
其
個
⼈
情
感
的
流
露
︑
從
⽽
對
﹃
情
﹄
做
了
肯
定

和
闡
發
︑
以
典
型
的
事
例
︑
呼
應
了
魏
晉
以
來
﹃
聖
⼈
無
情
﹄﹃
聖
⼈
有
情
﹄﹃
鍾
情
正
在
我
輩
﹄
等
關
於
情
的
討
論
︶﹂
と
同
樣
の
⾒
解

を
⽰
し
て
い
る
︵
２
︶︒ 

第
三
は
こ
れ
ら
の
說
の
間
で
中
⽴
的
⽴
場
を
取
る
も
の
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
郭
預
衡
は
﹁
陸
機
が
曹
操
に
少
し
不
滿
を
懷
い
て
い
る

が
︑
基
本
的
に
同
情
し
て
い
る
︵
陸
機
雖
有
微
詞
︑
但
基
調
是
同
情
的
︶﹂
と
說
き
︑
⾼
橋
和
⺒
は
﹁
こ
の
⽂
章
は
︑
彼
が
理
想
視
し
て

い
た
英
雄
の
⽇
常
に
常
⼈
を
發
⾒
し
た
淡
い
失
望
の
念
の
表
⽩
で
あ
る
﹂
と
說
き
︑
佐
藤
利
⾏
は
﹁
陸
機
は
︑
曹
操
に
對
し
て
强
い
尊

敬
の
念
を
抱
い
て
い
た
︒
し
か
し
偶
然
に
⽬
に
し
た
曹
操
の
遺
令
に
は
︑
才
智
に
⻑
け
勇
敢
で
あ
�
た
武
⼈
と
し
て
の
イ
メ
Ñ
ジ
と
は

遙
か
に
か
け
離
れ
た
內
容
が
記
さ
れ
て
い
た
︒
⼀
⽅
で
は
最
も
⼈
間
ら
し
い
側
⾯
を
曹
操
が
⾒
せ
た
も
の
と
も
理
解
で
き
る
が
︑
陸
機

は
遺
令
を
⾒
て
甚
だ
複
雜
な
感
情
を
抱
い
た
の
で
あ
�
た
﹂
と
說
く
︵
３
︶︒ 

そ
し
て
︑
こ
れ
ら
陸
機
の
曹
操
に
對
す
る
評
價
を
ど
の
よ
う
に
讀
み
取
る
か
に
よ
�
て
︑
弔
⽂
制
作
の
⽬
的
に
つ
い
て
も
⾒
解
が
異

な
る
︒
前
揭
郭
預
衡
の
著
書
に
は
﹁
こ
の
弔
⽂
は
﹃
⼼
を
百
年
の
際
に
傷
ま
し
め
︑
哀
を
無
情
の
地
に
興
﹄
し
て
︑
感
慨
深
い
︒
そ
の

創
作
動
機
は
恐
ら
く
單
純
で
は
な
い
︵﹃
傷
⼼
百
年
之
際
︑
興
哀
無
情
之
地
﹄
慨
歎
實
深
︑
其
寫
作
動
機
︑
⼤
概
是
頗
不
單
純
的
︶﹂︑
と

說
き
︑
前
揭
⽮
嶋
論
⽂
は
﹁﹃
弔
魏
武
帝
⽂
﹄
は
賈
謐
に
阿
る
意
圖
︑
陳
壽
や
⻄
晉
の
貴
族
達
を
⾒
返
す
氣
持
ち
を
含
ん
で
︑
と
い
う
陸

機
の
極
め
て
私
的
に
し
て
﹃
弔
﹄
に
對
す
る
不
純
な
執
筆
動
機
を
否
定
で
き
な
い
﹂
と
說
き
︑
前
揭
渡
邉
論
⽂
に
は
﹁
曹
操
の
臨
終
場

⾯
を
創
作
し
て
ま
で
︑
陸
機
は
曹
操
を
英
雄
で
は
な
く
⼥
々
し
い
存
在
と
描
き
た
か
�
た
︒
そ
れ
は
︑
舊
孫
吳
出
⾝
者
を
差
別
す
る
中

原
貴
族
優
越
性
の
根
源
を
揺
る
が
し
︑
⾚
壁
の
戰
い
で
曹
操
が
敗
れ
た
よ
う
に
︑
司
⾺
衷
が
後
繼
と
な
れ
ば
⻄
晉
の
天
下
も
危
う
く
な

る
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
で
あ
�
た
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
︑
仙
⽯
知
⼦
は
﹁
中
原
の
曹
魏
以
來
の
貴
族
た
ち
に
︑
魏
の
基
礎
を
作
�
た
曹

操
に
は
︑
こ
の
よ
う
に
﹁
⼥
々
し
い
﹂
側
⾯
が
あ
�
た
と
述
べ
︑
そ
の
誇
り
を
粉
碎
す
る
た
め
に
︑﹃
弔
魏
武
帝
⽂
﹄
を
著
し
た
﹂
と
解
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釋
し
て
い
る
︵
４
︶︒ 

 
以
上
は
︑
陸
機
﹁
弔
魏
武
帝
⽂
﹂
の
曹
操
に
對
す
る
態
度
︑
及
び
彼
の
執
筆
⽬
的
に
つ
い
て
の
主
要
な
先
⾏
硏
究
で
あ
る
︒
で
は
︑

⼀
體
︑
陸
機
の
眞
意
は
い
か
な
る
處
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒ 

 
第
⼆
節  

﹁
弔
魏
武
帝
⽂
﹂
の
序
⽂
に
つ
い
て 

 

こ
の
弔
⽂
は
序
⽂
︵
五
六
五
字
︶
と
本
⽂
︵
六
四
九
字
︶
で
構
成
さ
れ
る
︒
ま
ず
︑
序
⽂
を
⾒
て
い
こ
う
︒
序
⽂
は
六
段
落
に
分
割

で
き
る
︒
第
⼀
段
落
︵﹁
元
康
⼋
年
﹂
1
﹁
傷
懷
者
久
之
﹂︶
の
冒
頭
で
は
︑
陸
機
の
弔
⽂
制
作
の
背
景
を
述
べ
る
︒ 

 

元
康
⼋
年
︑
機
始
以
臺
郎
出
補
著
作
︑
遊
乎
祕
閣
︑
⽽
⾒
魏
武
帝
遺
令
︒
愾
然
歎
息
︑
傷
懷
者
久
之
︒ 

元
康
⼋
年
︑
機
始
め
て
臺
郎
を
以
て
出
で
て
著
作
に
補
せ
ら
れ
︑
祕
閣
に
遊
び
て
︑
魏
の
武
帝
の
遺
令
を
⾒
る
︒
愾
然
と
し
て

歎
息
し
︑
懷
を
傷
ま
し
む
る
こ
と
之
を
久
し
う
す
︒                        

 

元
康
⼋
年
︑
陸
機
は
尚
書
郎
よ
り
︑
新
た
に
著
作
郎
に
任
ぜ
ら
れ
た
︒
そ
の
と
き
︑
宮
中
の
圖
書
館
で
魏
の
武
帝
の
遺
令
を
⾒
た
︒

そ
こ
で
⼤
き
く
た
め
息
を
つ
き
つ
つ
︑
⻑
い
間
悲
し
ん
で
い
た
︒
で
は
︑
陸
機
は
何
を
傷
み
悲
し
ん
だ
の
か
︒ 

續
く
︑
第
⼆
︑
三
段
落
︵﹁
客
⽈
︑
夫
始
終
者
萬
物
之
⼤
歸
﹂
1
﹁
黔
黎
之
怪
頹
岸
乎
﹂︶
で
は
︑
主
客
問
答
を
通
じ
て
︑
こ
の
弔
⽂

の
核
⼼
的
な
問
い
を
提
起
す
る
︒
ま
ず
︑
客
が
發
問
す
る
︒ 

 

夫
始
終
者
萬
物
之
⼤
歸
 
 
 
 
夫
れ
始
終
は
萬
物
の
⼤
歸
︑ 

死
⽣
者
性
命
之
區
域
       

死
⽣
は
性
命
の
區
域
な
り
︒ 

是
以
臨
喪
殯
⽽
後
悲
         

是
を
以
て
喪
殯
に
臨
ん
で
後
に
悲
し
み
︑ 

覩
陳
根
⽽
絕
哭
         

陳
根
を
覩
て
哭
を
絕
つ
︒ 
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今
乃
傷
⼼
百
年
之
際
         

今
乃
ち
⼼
を
百
年
の
際
に
傷
ま
し
め
︑ 

興
哀
無
情
之
地
         

哀
を
無
情
の
地
に
興
す
︒ 

意
者
無
乃
知
哀
之
可
有        

意
ふ
に
乃
ち
哀
の
有
る
べ
き
を
知
り
て
︑ 

⽽
未
識
情
之
可
無
乎      

い
ま
だ
情
の
無
か
る
べ
き
を
識
ら
ざ
る
無
か
ら
ん
や
と
︒ 

 

客
は
問
う
︒﹁
死
は
世
の
萬
物
の
定
め
で
あ
る
︒故
に
葬
儀
の
際
に
は
悲
し
み
︑⼀
年
を
經
れ
ば
泣
く
こ
と
も
な
く
な
る
は
ず
で
あ
る
︒

そ
れ
な
の
に
な
ぜ
あ
な
た
は
百
年
も
前
の
無
緣
の
⼈
の
死
を
無
關
係
の
所
で
悲
し
ん
で
い
る
の
か
︒
思
う
に
︑
⼀
抹
の
悲
し
み
の
氣
持

ち
は
起
こ
�
て
も
︑
そ
ん
な
に
ま
で
同
情
す
る
必
要
は
無
い
こ
と
を
あ
な
た
は
ご
存
知
な
い
の
で
す
ね
﹂︑
と
︒
こ
れ
に
對
し
︑
陸
機
は

以
下
の
よ
う
に
答
え
る
︒ 

 
  

夫
⽇
⾷
由
乎
交
分
 
 
 
 
 
 
夫
れ
⽇
⾷
は
交
分
に
由
り
︑ 

    

⼭
崩
起
於
朽
壤
 
 
 
 
 
 
⼭
崩
は
朽
壤
に
起
こ
る
︒ 

  

 
亦
云
數
⽽
已
矣
 
 
 
 
 
 

亦
數
と
云
ふ
の
み
︒ 

 

然
⽽
百
姓
怪
焉
者
 
 
 
 
 
 

然
れ
ど
も
百
姓
焉
を
怪
し
む
は
︑ 

豈
不
以
資
⾼
明
之
質
 
 
 
 
 
豈
に
⾼
明
の
質
に
資
る
も
︑ 

⽽
不
免
卑
濁
之
累
 
 
 
 
 
卑
濁
の
累
を
免
れ
ず
︒ 

居
常
安
之
勢
 
 
 
 
 
 
 
常
安
の
勢
ひ
に
居
る
も
︑ 

⽽
終
嬰
傾
離
之
患
故
乎
 
 
 
終
に
傾
離
の
患
に
嬰
る
故
を
以
て
に
あ
ら
ず
や
︒ 

 

概
說
す
れ
ば
︑
確
か
に
﹁
死
﹂
は
⾃
然
の
法
則
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
⼈
々
が
惜
し
む
の
は
︑
⽇
⽉
の
よ
う
な
⾼
く
明
ら
か
な
資
質
を

持
ち
︑
⼭
の
よ
う
に
安
定
し
た
勢
の
中
に
居
て
も
︑
い
ず
れ
は
汚
さ
れ
た
り
︑
崩
壞
し
た
り
し
て
︑﹁
死
﹂
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い

こ
と
で
あ
る
︒
な
か
で
も
⼈
間
の
場
合
は
︑ 
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夫
以
迴
天
倒
⽇
之
⼒
 
 
 
 
 
夫
れ
天
を
迴
し
⽇
を
倒
す
の
⼒
を
以
て
す
る
も
︑ 

⽽
不
能
振
形
骸
之
內
 
 
 
 
形
骸
の
內
に
振
る
ふ
能
は
ず
︒
  

    

 
濟
世
夷
難
之
智
 
 
 
 
 
世
を
濟
ひ
難
を
夷
ぐ
る
の
智
に
し
て
︑ 

⽽
受
困
魏
闕
之
下
 
 
 
 
 
困
を
魏
闕
の
下
に
受
く
︒ 

  

已
⽽
格
乎
上
下
者
 
 
 
 
 
 
已
に
し
て
上
下
に
格
る
者
︑ 

藏
於
區
區
之
⽊
 
 
 
 
 
區
區
の
⽊
に
藏
れ
︑ 

光
於
四
表
者
 
 
 
 
 
 

四
表
に
光
る
者
︑
  

翳
乎
蕞
爾
之
⼟
 
 
 
 
 
蕞
爾
の
⼟
に
翳
れ
︑ 

      

 
雄
⼼
摧
於
弱
情
 
 
 
 
 
雄
⼼
は
弱
情
に
摧
け
︑ 

      

 
壯
圖
終
於
哀
志
 
 
 
 
 
壯
圖
は
哀
志
に
終
り
︑ 

      

 
⻑
筭
屈
於
短
⽇
 
 
 
 
 

⻑
筭
は
短
⽇
に
屈
し
︑ 

      

 
遠
跡
頓
於
促
路
 
 
 
 
 
遠
跡
は
促
路
に
頓
る
︒ 

 

天
を
巡
ら
し
⽇
を
差
し
招
く
ほ
ど
の
⼒
を
持
ち
︑世
を
救
い
︑難
を
解
決
す
る
知
惠
を
も
つ
英
雄
で
も
︑最
後
は
⼩
さ
な
棺
に
⼊
り
︑

⽣
前
の
壯
⼤
な
志
や
計
畫
も
死
に
よ
�
て
崩
れ
て
な
く
な
�
て
し
ま
う
の
だ
︒
曹
操
の
よ
う
な
英
雄
の
死
は
︑
正
に
陸
機
の
哀
傷
す
る

そ
の
も
の
で
あ
る
︒ 

次
の
第
四
︑
五
段
落
︵﹁
觀
其
所
以
顧
命
冢
嗣
﹂
1
﹁
求
與
違
不
其
兩
傷
乎
﹂︶
で
は
︑
四
條
の
遺
令
を
舉
げ
な
が
ら
︑
陸
機
⾃
⾝
の

感
想
を
述
べ
る
︒
公
務
に
關
わ
る
第
⼀
條
の
遺
令
に
つ
い
て
︑
陸
機
は
﹁
善
い
か
な
達
⼈
の
讜
⾔
な
り
﹂
と
褒
め
た
︒
⼀
⽅
︑
家
族
に

關
わ
る
三
條
に
つ
い
て
は
︑
ま
ず
次
の
よ
う
に
評
し
た
︒ 

 

 
然
⽽
婉
孌
房
闥
之
內
 
 
 
 
 

然
れ
ど
も
房
闥
の
內
に
婉
孌
し
︑ 
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綢
繆
家
⼈
之
務
 
 
 
 
 

家
⼈
の
務
め
に
綢
繆
た
る
は
︑ 

      

則
幾
乎
密
與
 
 
 
 
 
 
則
ち
密
な
る
に
幾
き
か
︒ 

 

閨
房
の
內
に
こ
だ
わ
り
︑
家
⼈
の
務
め
に
氣
を
配
る
の
は
︑
あ
ま
り
に
も
細
か
過
ぎ
は
し
な
い
か
︑
と
述
べ
る
︒
⼀
⾒
︑
批
判
的
な

⾔
葉
の
よ
う
で
あ
る
が
︑
よ
く
讀
む
と
︑
陸
機
の
曹
操
に
對
す
る
純
粹
な
共
感
を
含
ん
で
い
る
︒
こ
の
點
に
つ
い
て
は
︑
後
で
論
述
す

る
︒ 最

後
の
第
六
段
落
︵﹁
悲
夫
﹂
1
﹁
於
是
遂
憤
懣
⽽
獻
弔
云
爾
﹂︶
で
は
︑
曹
操
の
臨
終
の
際
に
表
明
さ
れ
た
家
族
に
關
わ
る
遺
⾔
に

つ
い
て
︑
感
歎
し
て
い
る
︒ 

   
  

愛
有
⼤
⽽
必
失
     

 
 
 
 
愛
の
⼤
な
る
有
る
も
必
ず
失
ひ
︑ 

  

惡
有
甚
⽽
必
得
 
 
 
 
 
 
 
惡
の
甚
し
き
有
る
も
必
ず
得
︒ 

  

智
惠
不
能
去
其
惡
 
 
 
 
 
 
智
惠
も
其
の
惡
を
去
る
能
は
ず
︑ 

    

威
⼒
不
能
全
其
愛
 
 
 
 
 
 
威
⼒
も
其
の
愛
を
全
ふ
す
る
能
は
ず
︒ 

  

 
故
前
識
所
不
⽤
⼼
 
 
 
 
 
 
故
に
前
識
も
⼼
を
⽤
ひ
ざ
る
所
に
し
て
︑ 

⽽
聖
⼈
罕
⾔
焉
 
 
 
 
 
 
 
聖
⼈
も
罕
に
⾔
へ
り
︒ 

若
乃
繫
情
累
於
外
物
 
 
 
 
 
乃
ち
情
累
を
外
物
に
繫
け
︑ 

留
曲
念
於
閨
房
 
 
 
 
 
曲
念
を
閨
房
に
留
む
る
が
ご
と
き
は
︑ 

亦
賢
俊
之
所
宜
廢
乎
 
 
 

亦
た
賢
俊
の
宜
し
く
廢
す
べ
き
所
か
︒ 

於
是
遂
憤
懣
⽽
獻
弔
云
爾
 
 
 
是
に
於
て
遂
に
憤
懣
し
て
弔
を
獻
ず
と
爾
云
ふ
︒ 

 

⽣
は
︑
愛
お
し
い
も
の
だ
が
︑
最
終
的
に
は
失
わ
れ
る
︒
⼀
⽅
︑
死
は
︑
忌
み
嫌
わ
れ
る
も
の
だ
が
︑
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

だ
と
强
調
す
る
︒
ど
れ
ほ
ど
知
惠
と
武
⼒
を
持
つ
英
雄
で
あ
�
て
も
︑
こ
の
運
命
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
な
い
︒
で
あ
る
な
ら
ば
︑
英
雄
は
︑
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遺
令
の
よ
う
な
⼈
間
的
な
⾔
動
を
す
べ
き
で
は
な
い
と
歎
く
︒
以
上
の
こ
と
か
ら
︑
陸
機
が
こ
の
弔
⽂
で
表
現
せ
ん
と
し
た
の
は
︑
曹

操
へ
の
褒
貶
で
は
な
く
︑
偉
⼤
な
英
雄
も
死
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
︑
と
い
う
⼈
間
の
宿
命
に
對
す
る
痛
感
で
あ
る
こ
と
が
分
か

る
︒ 

 
第
三
節
 

﹁
弔
魏
武
帝
⽂
﹂
の
本
⽂
に
つ
い
て 

 

で
は
︑
次
に
︑
本
⽂
を
⾒
て
い
こ
う
︒
本
⽂
は
全
部
で
六
四
九
⽂
字
で
あ
る
︒
以
下
本
⽂
を
四
つ
の
段
落
に
分
割
す
る
︒
第
⼀
段
落

︵﹁
接
皇
漢
之
末
緒
﹂
1
﹁
固
舉
世
之
所
推
﹂︶
は
主
に
聖
⼈
の
よ
う
な
曹
操
の
出
仕
を
述
べ
︑
群
雄
を
打
破
す
る
優
れ
た
軍
事
的
才
能

と
︑
漢
王
朝
の
危
難
を
救
�
た
功
績
を
稱
讚
す
る
︒ 

   

 
接
皇
漢
之
末
緒
         

 
 

皇
漢
の
末
緒
を
接
け
︑ 

  

値
王
途
之
多
違
 
 
 
 
 
 
 

王
途
の
多
違
に
値
ふ
︒ 

  

佇
重
淵
以
育
鱗
 
 
 
 
 
 
 

重
淵
に
佇
ち
て
以
て
鱗
を
育
ひ
︑ 

撫
慶
雲
⽽
遐
⾶
 
 
 
 
 
 
 
慶
雲
を
撫
し
て
遐
く
⾶
ぶ
︒ 

運
神
道
以
載
德
 
 
 
 
 
 
 
神
道
を
運め

ぐ
ら

し
て
以
て
德
を
載
ひ
︑ 

乘
靈
⾵
⽽
扇
威
 
 
 
 
 
 
 
靈
⾵
に
乘
じ
て
威
を
扇
ぐ
︒ 

  

摧
群
雄
⽽
電
擊
 
 
 
 
 
 
 

群
雄
を
摧
く
こ
と
電
擊
の
ご
と
く
︑ 

  

舉
勍
敵
其
如
遺
 
 
 
 
 
 
 
勍
敵
を
舉
ぐ
る
こ
と
其
の
遺
の
如
し
︒ 

  

指
⼋
極
以
遠
略
 
 
 
 
 
 
 

⼋
極
を
指
し
て
以
て
遠
略
し
︑ 

  

必
翦
焉
⽽
後
綏
 
 
 
 
 
 
 
必
ず
焉
を
翦
く
し
て
後
に
綏
や
す
︒ 

  

釐
三
才
之
闕
典              

三
才
の
闕
典
を
釐を

さ

め
︑ 
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啓
天
地
之
禁
闈
 
 
 
 
 
 
 
天
地
の
禁
闈
を 

啓
く
︒ 

舉
脩
網
之
絕
紀
 
 
 
 
 
 
 
脩
網
の
絕
紀
を
舉
げ
︑ 

紐
⼤
⾳
之
解
徽
 
 
 
 
 
 
 
⼤
⾳
の
解
徽
を
紐つ

な

ぐ
︒ 

掃
雲
物
以
貞
觀
 
 
 
 
 
 
 

雲
物
を
掃
つ
て
以
て
貞
觀
し
︑ 

要
萬
塗
⽽
來
歸
 
 
 
 
 
 
 
萬
塗
を
要
し
て
來
歸
せ
し
む
︒ 

  

丕
⼤
德
以
宏
覆
 
 
 
 
 
 
 
⼤
德
を
丕
に
し
て
以
て
宏
く
覆
ひ
︑ 

  

援
⽇
⽉
⽽
⿑
暉
 
 
 
 
 
 
 
⽇
⽉
を
援
ひ
て
暉
を
⿑
し
ふ
す
︒ 

  

濟
元
功
於
九
有
 
 
 
 
 
 
 
元
功
を
九
有
に
濟
し
︑ 

  

固
舉
世
之
所
推
 
 
 
 
 
 
 
固
に
舉
世
の
推
す
所
な
り
︒ 

 

曹
操
は
漢
朝
の
後
を
繼
ぎ
︑
時
局
の
⼀
番
難
し
い
時
に
當
た
�
た
︒
彼
は
雷
の
よ
う
に
群
雄
を
擊
破
し
︑
遺
失
物
を
拾
う
か
の
よ
う

に
︑
た
や
す
く
强
敵
を
破
�
た
︒
天
下
を
⽬
指
し
て
遠
く
ま
で
攻
め
取
り
︑
凶
惡
を
滅
ぼ
し
て
⺠
を
安
ら
か
に
し
た
︒
曹
操
の
⼤
德
は

廣
く
天
下
を
覆
い
︑
⽇
⽉
と
輝
き
を
同
じ
く
し
た
︒
こ
の
よ
う
に
天
下
を
統
⼀
し
た
こ
と
で
︑
世
に
舉
げ
ら
れ
︑
推
賞
さ
れ
て
い
た
︒

こ
の
段
落
で
陸
機
は
︑﹃
周
易
﹄﹃
論
語
﹄
な
ど
の
出
典
を
多
⽤
し
て
曹
操
を
褒
め
て
い
る
︒
こ
の
點
に
つ
い
て
も
後
に
論
述
す
る
︒ 

次
に
︑
第
⼆
段
落
︵﹁
彼
⼈
事
之
⼤
造
﹂
1
﹁
指
六
軍
⽈
念
哉
﹂︶
は
︑
前
半
部
分
︵﹁
彼
⼈
事
之
⼤
造
1
將
稅
駕
於
此
年
﹂︶
で
は
︑

そ
れ
ま
で
と
は
⼀
轉
し
て
曹
操
が
死
に
向
か
う
伏
線
を
敷
く
︒
後
半
部
分
︵﹁
惟
降
神
之
緜
邈
﹂
1
﹁
指
六
軍
⽈
念
哉
﹂︶
で
は
︑
建
安

⼆
⼗
四
年
の
曹
操
の
劉
備
征
伐
を
描
い
て
い
る
︒ 

   

彼
⼈
事
之
⼤
造  

 
 
 
 
 
 
彼
の
⼈
事
の
⼤
造
︑ 

  

夫
何
往
⽽
不
臻  

 
 
 
 
 
 
夫
れ
何
に
往
い
て
か
臻
ら
ざ
ら
ん
︒ 

 
將
覆
簣
於
浚
⾕  

 
 
 
 
 
 
將
に
簣
を
浚
⾕
に
覆
さ
ん
と
し
︑ 
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擠
爲
⼭
乎
九
天  

 
 
 
 
 
 
⼭
を
爲
る
を
九
天
に
擠お

と

す
︒ 

  
苟
理
窮
⽽
性
盡  

 
 
 
 
 
 
苟
も
理
窮
ま
り
て
性
盡
き
︑ 

  

豈
⻑
筭
之
所
硏  

 
 
 
 
 
 
豈
に
⻑
筭
の
硏
む
る
所
な
ら
ん
や
︒ 

  

悟
臨
川
之
有
悲  

 
 
 
 
 
 
川
に
臨
む
の
悲
し
み
有
る
を
悟
り
︑ 

固
梁
⽊
其
必
顚  
 
 
 
 
 
 
固
よ
り
梁
⽊
其
れ
必
ず
顚
る
︒ 

  

當
建
安
之
三
⼋  
           

建
安
の
三
⼋
に
當
り
︑ 

實
⼤
命
之
所
艱  
 
 
 
 
 
 
實
に
⼤
命
の
艱
む
所
な
り
︒ 

雖
光
昭
於
曩
載              

曩
載
に
光
昭
す
と
雖
も
︑ 

將
稅
駕
於
此
年  

 
 
 
 
 
 
將
に
此
の
年
に
稅
駕
せ
ん
と
す
︒ 

 前
半
部
分
は
多
く
の
⼟
を
深
い
⾕
に
⼊
れ
て
⼭
を
作
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
︑
運
惡
く
天
に
届
か
ん
と
す
る
瞬
間
に
崩
れ
落
ち
て
し
ま

�
た
︒
⽣
死
は
︑
⼈
間
の
理
と
性
を
盡
く
し
て
も
︑
推
し
測
れ
る
も
の
で
は
な
い
︒
川
に
望
ん
で
︑
即
ち
ど
ん
な
聖
哲
も
死
か
ら
は
免

れ
な
い
と
い
う
孔
⼦
の
悲
し
み
を
理
解
す
る
︒
建
安
⼆
⼗
四
年
こ
そ
は
︑
曹
操
の
運
命
の
⾏
き
惱
む
と
き
で
あ
�
た
︒ 

こ
の
部
分
は
序
⽂
に
あ
げ
た
聖
⼈
や
英
雄
の
逝
去
と
い
う
話
題
に
⼊
�
て
い
る
︒
そ
れ
に
續
い
て
︑﹃
論
語
﹄
か
ら
の
出
典
が
集
中
し

て
い
る
︒
こ
の
點
に
つ
い
て
は
︑
後
に
論
述
す
る
︒ 

  後
半
部
分
︵﹁
惟
降
神
之
緜
邈
1
指
六
軍
⽈
念
哉
﹂︶
は
︑
主
に
﹃
詩
經
﹄
や
﹃
尚
書
﹄
な
ど
︑
經
典
の
中
の
古
の
聖
⼈
や
君
主
の
典

故
を
多
⽤
し
て
曹
操
を
褒
め
て
い
る
︒
こ
こ
ま
で
は
︑
陸
機
が
曹
操
を
稱
讚
す
る
主
要
な
部
分
で
あ
る
︒ 

 

惟
降
神
之
緜
邈              

惟
れ
神
を
降
す
の
緜
邈
な
る
︑ 

眇
千
載
⽽
遠
期
 
 
 
 
 
 
 
千
載
に
眇
か
に
し
て
期
を
遠
く
す
︒ 
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信
斯
武
之
未
喪
 
 
 
 
 
 
 
信
に
斯
の
武
の
未
だ
喪
ざ
る
︑ 

膺
靈
符
⽽
在
茲
 
 
 
 
 
 
 
靈
符
に
膺
り
て
茲
に
在
り
︒ 

雖
⿓
⾶
於
⽂
昌
 
 
 
 
 
 
 

⽂
昌
に
⿓
⾶
す
と
雖
も
︑ 

⾮
王
⼼
之
所
怡
 
 
 
 
 
 
 

王
⼼
の
怡
ぶ
所
に
⾮
ず
︒ 

憤
⻄
夏
以
鞠
旅
 
 
 
 
 
 
 

⻄
夏
に
憤
り
て
以
て
旅
に
鞠つ

げ
︑ 

泝
秦
川
⽽
舉
旗
 
 
 
 
 
 
 
秦
川
に
泝

さ
か
の
ぼ

り
て
旗
を
舉
ぐ
︒ 

踰
鎬
京
⽽
不
豫
 
 
 
 
 
 
 
鎬
京
を
踰
え
て
不
豫
な
り
︑ 

臨
渭
濱
⽽
有
疑
 
 
 
 
 
 
 
渭
濱
に
臨
ん
で
疑
ふ
こ
と
有
り
︒ 

冀
翌
⽇
之
云
瘳
 
 
 
 
 
 
 
翌
⽇
の
云こ

こ

に
瘳い

え
ん
こ
と
を
冀
ふ
も
︑ 

彌
四
旬
⽽
成
災
 
 
 
 
 
 
 

四
旬
に
彌わ

た

り
て
災
を
成
す
︒ 

詠
歸
途
以
反
旆
 
 
 
 
 
 
 
歸
途
を
詠
じ
て
以
て
旆
を
反
し
︑ 

登
崤
澠
⽽
朅
來
 
 
 
 
 
 
 
崤
澠
を
登
り
て
朅
來
す
︒ 

次
洛
汭
⽽
⼤
慚
 
 
 
 
 
 
 

洛
汭
に
次
り
て
⼤
慚
し
︑ 

指
六
軍
⽈
念
哉
 
 
 
 
 
 
 

六
軍
を
指
し
て
⽈
く 
念
へ
や
と
︒ 

 

ま
た
︑
第
三
段
落
︵﹁
伊
君
王
之
赫
奕
﹂
1
﹁
戢
彌
天
乎
⼀
棺
﹂︶
は
︑
序
⽂
の
第
三
段
落
の
主
客
問
答
に
提
起
さ
れ
た
主
題
と
對
應

し
て
い
る
︒
前
半
の
⼋
句
︵﹁
伊
君
王
之
赫
奕
1
亦
踐
危
⽽
必
安
﹂︶
で
は
︑
こ
の
章
の
冒
頭
に
引
⽤
し
て
述
べ
た
よ
う
に
︑
曹
操
の
よ

う
な
君
主
は
希
少
で
あ
り
︑
そ
の
勇
猛
さ
も
項
⽻
に
匹
敵
す
る
存
在
で
あ
る
と
表
現
す
る
︒
し
か
し
︑
後
半
︵﹁
迄
在
茲
⽽
蒙
昧
1
戢
彌

天
乎
⼀
棺
﹂︶
は
⼀
轉
し
て
哀
傷
の
氛
圍
氣
に
變
わ
り
︑
曹
操
臨
終
の
場
⾯
を
描
い
て
い
る
︒ 
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伊
君
王
之
赫
奕              

伊
れ
君
王
の
赫
奕
た
る
︑ 

  
寔
終
古
之
所
難
 
 
 
 
 
 
 
寔
に
終
古
の
難
し
と
す
る
所
︒ 

  

威
先
天
⽽
蓋
世
 
 
 
 
 
 
 
威
は
天
に
先
ち
て
世
を
蓋
ひ
︑ 

  

⼒
盪
海
⽽
拔
⼭
 
 
 
 
 
 
 
⼒
は
海
を
盪う
ご
か

し
て
⼭
を
拔
く
︒ 

  

厄
奚
險
⽽
弗
濟
 
 
 
 
 
 
 
厄 

奚
の
險
に
し
て
濟す

く

は
ざ
ら
ん
︑ 

  

敵
何
彊
⽽
不
殘
 
 
 
 
 
 
 
敵 

何
の
彊
に
し
て
殘
は
ざ
ら
ん
︒ 

  

每
因
禍
以
禔
福
 
 
 
 
 
 
 
每
に
禍
に
因
り
て
以
て
福
に
禔や

す
ん

じ
︑ 

  

亦
踐
危
⽽
必
安
 
 
 
 
 
 
 

亦
た
危
ふ
き
を
踐
ん
で
必
ず
安
し
︒ 

迄
在
茲
⽽
蒙
昧
 
 
 
 
 
 
 
茲
に
在
る
に
迄
り
て
蒙
昧
な
り
︑ 

慮
噤
閉
⽽
無
端
 
 
 
 
 
 
 
慮
は
噤
閉
し
て
端
無
し
︒
 
  

  

委
軀
命
以
待
難
 
 
 
 
 
 
 
軀
命
を
委
せ
て
以
て
難
を
待
ち
︑ 

  

痛
沒
世
⽽
永
⾔
 
 
 
 
 
 
 
痛
世
を
沒
へ
ん
こ
と
を
痛
ん
で
永
⾔
す
︒ 

  

撫
四
⼦
以
深
念
 
 
 
 
 
 
 

四
⼦
を
撫
し
て
以
て
深
く
念
ひ
︑ 

循
膚
體
⽽
頹
歎
 
 
 
 
 
 
 
膚
體
を
循
り
て
頹
歎
す
︒
 
 
  

迨
營
魄
之
未
離
 
 
 
 
 
 
 
營
魄
の
未
だ
離
れ
ざ
る
に
迨お

よ

び
︑ 

假
餘
息
乎
⾳
翰
 
 
 
 
 
 
 
餘
息
を
⾳
翰
に
假
る
︒ 

執
姬
⼥
以
嚬
瘁
 
 
 
 
 
 
 
姬
⼥
を
執
り
て
以
て
嚬
瘁
し
︑ 

指
季
豹
⽽
漼
焉
 
 
 
 
 
 
 
季
豹
を
指
し
て
漼
焉
た
り
︒ 
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氣
衝
襟
以
嗚
咽
 
 
 
 
 
 
 
氣
は
襟
を
衝
ひ
て
以
て
嗚
咽
し
︑ 

  
涕
垂
睫
⽽
汍
瀾
 
 
 
 
 
 
 
涕
は
睫
に
垂
れ
て
汍
瀾
た
り
︒ 

  
違
率
⼟
以
靖
寐
 
 
 
 
 
 
 
率
⼟
を
違
り
て
以
て
靖
か
に
寐
ね
︑ 

  

戢
彌
天
乎
⼀
棺
 
 
 
 
 
 
 
彌
天
を
⼀
棺
に
戢
む
︒ 

 

曹
操
は
︑
臨
終
の
際
︑
病
が
重
く
朦
朧
と
な
り
︑
話
も
⼗
分
に
で
き
ず
︑
體
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
�
た
︒
た
だ
死
を
待
ち
︑

悲
し
み
の
う
ち
に
遺
⾔
し
た
︒
曹
操
は
︑
遺
⾔
を
述
べ
た
後
︑
胸
が
張
り
裂
け
そ
う
に
な
�
て
咽
び
泣
き
︑
溢
れ
る
淚
が
睫
⽑
を
つ
た

�
て
は
ら
は
ら
と
流
れ
落
ち
た
︒
天
下
を
捨
て
て
安
ら
か
に
眠
り
︑
天
を
衝
く
ほ
ど
の
志
も
︑
最
後
は
⼩
さ
な
棺
に
納
め
ら
れ
る
し
か

な
か
�
た
︒ 

そ
し
て
︑
最
後
の
第
四
段
落
︵﹁
咨
宏
度
之
峻
邈
﹂
1
﹁
獻
茲
⽂
⽽
悽
傷
﹂︶
で
は
︑
主
に
曹
操
を
批
判
す
る
が
︑
前
六
句
︵﹁
咨
宏
度

之
峻
邈
1
命
臨
沒
⽽
肇
揚
﹂︶は
⾃
ら
の
得
失
を
認
め
る
曹
操
の
度
量
を
稱
讚
し
て
お
り
︑次
の﹁
援
貞
吝
以
惎
悔
1
掩
零
淚
⽽
薦
觴
﹂︑

曹
操
の
家
族
︑
特
に
⼥
性
た
ち
に
纏
綿
と
す
る
こ
と
を
批
判
す
る
︒
例
え
ば
︑
本
章
の
冒
頭
に
引
⽤
し
て
あ
げ
た
⼀
部
分
に
︑ 

    
咨
宏
度
之
峻
邈              

宏
度
の
峻
邈
な
る
を
咨な

げ

き
︑ 

  

壯
⼤
業
之
允
昌              

⼤
業
の
允
に
昌
な
る
を
壯
と
す
︒ 

  

思
居
終
⽽
䘏
始              

思
ひ
は
終
り
に
居
て
始
め
を
䘏 う

れ

へ 

  

命
臨
沒
⽽
肇
揚              

命
は
沒
る
に
臨
ん
で
肇
め
て
揚
ぐ
︒ 

援
貞
咎
以
惎
悔            

 
貞
咎
を
援
ひ
て
以
て
悔
ひ
を
惎
ふ
る
も
︑ 

  

雖
在
我
⽽
不
臧  

 
 
 
 
 
 
我
に
在
り
と
雖
も
臧
か
ら
ず
と
︒ 

  

惜
內
顧
之
纏
綿  

 
 
 
 
 
 
內
顧
の
纏
綿
を
惜
し
み
︑ 
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恨
末
命
之
微
詳  

 
 
 
 
 
 
末
命
の
微
詳
を
恨
む
︒ 

 
紆
廣
念
於
履
組              

廣
念
を
履
組
に
紆 ま

げ

り
︑ 

  

塵
清
慮
於
餘
⾹
 
 
 
 
 
 
 
清
慮
を
餘
⾹
に
塵け

が

す
︒ 

  

結
遺
情
之
婉
孌
 
 
 
 
 
 
 
遺
情
の
婉
孌
た
る
を
結
び
︑ 

  

何
命
促
⽽
意
⻑
 
 
 
 
 
 
 
何
ぞ
命
の
促
か
に
し
て
意
の
⻑
さ
︒ 

  

陳
法
服
於
帷
座
 
 
 
 
 
 
 
法
服
を
帷
座
に
陳
ね
︑ 

  

陪
窈
窕
於
⽟
房
 
 
 
 
 
 
 
窈
窕
を
⽟
房
に
陪
は
し
む
︒ 

  

宣
備
物
於
虛
器
 
 
 
 
 
 
 
備
物
を
虛
器
に
宣
べ
︑ 

  

發
哀
⾳
於
舊
倡
 
 
 
 
 
 
 
哀
⾳
を
舊
倡
に
發
す
︒ 

  

矯
慼
容
以
赴
節
 
 
 
 
 
 
 
慼
容
を
矯
げ
て
以
て
節
に
赴
き
︑ 

  

掩
零
淚
⽽
薦
觴
 
 
 
 
 
 
 
零
淚
を
掩
ひ
て
觴
を
薦
む
︒ 

 

⾃
得
⾃
失
を
述
べ
な
が
ら
︑
⼀
⽅
で
は
⾃
ら
後
悔
す
べ
き
⾏
い
に
つ
い
て
教
え
て
︑
⾃
ら
過
去
の
あ
や
ま
ち
を
認
め
た
︒
殘
念
な
こ

と
に
︑
妻
⼦
に
對
し
て
未
練
が
ま
し
く
︑
遺
命
は
い
さ
さ
か
詳
し
す
ぎ
た
︒
し
か
し
︑
序
⽂
の
第
六
段
落
に
よ
る
と
︑
こ
こ
で
の
﹁
惜
﹂︑

﹁
恨
﹂
は
曹
操
に
對
す
る
⾮
難
で
は
な
く
︑
英
雄
の
死
に
對
す
る
痛
惜
だ
け
で
あ
る
︒ 

こ
の
後
︑﹁
物
無
微
⽽
不
存
1
貽
塵
謗
於
後
王
﹂
の
部
分
は
陸
機
が
﹁
な
ぜ
死
後
⾒
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
に
妓
⼥
た
ち
に
歌
舞
を
さ

せ
る
の
か
︑
質
素
な
葬
儀
を
願
う
反
⾯
︑
な
ぜ
⽪
⾐
を
惜
し
む
の
か
︒
こ
れ
ら
の
要
求
は
世
の
⼈
々
を
哀
し
ま
せ
る
だ
け
で
︑
全
て
不

要
な
も
の
だ
﹂︑
と
評
し
た
︒
全
て
⾮
難
の
⾔
葉
で
あ
る
が
︑
本
⽂
の
最
後
︵﹁
嗟
⼤
戀
之
所
存
1
獻
茲
⽂
⽽
悽
傷
﹂︶
は
︑
曹
操
に
對
す

る
批
判
で
は
な
く
︑
感
傷
的
な
結
論
だ
け
を
述
べ
て
い
る
︒ 
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物
無
微
⽽
不
存              

物
は
微
な
り
と
も
存
せ
ざ
る
は
無
く
︑ 

 
體
無
惠
⽽
不
亡
 
 
 
 
 
 
 
體
は
惠
け
れ
ど
も
亡
び
ざ
る
は
無
し
︒ 

  

庶
聖
靈
之
響
像
 
 
 
 
 
 
 
聖
靈
の
響
像
を
庶

こ
ひ
ね
が

ひ
︑ 

  

想
幽
神
之
復
光
 
 
 
 
 
 
 
幽
神
の
復
た
光
ら
ん
こ
と
を
想
ふ
︒ 

  

苟
形
聲
之
翳
沒
 
 
 
 
 
 
 
苟
も
形
聲
の
翳
沒
す
る
︑ 

  

雖
⾳
景
其
必
藏
 
 
 
 
 
 
 
⾳
景
と
雖
も
其
れ
必
ず
藏
る
︒ 

  

徽
清
絃
⽽
獨
奏
 
 
 
 
 
 
 
清
絃
を
徽
へ
て
獨
奏
し
︑ 

  

進
脯
糒
⽽
誰
嘗
 
 
 
 
 
 
 
脯
糒
を
進
む
る
も
誰
か
嘗
め
ん
︒ 

  

悼
繐
帳
之
冥
漠
 
 
 
 
 
 
 
繐
帳
の
冥
漠
た
る
を
悼
み
︑ 

  

怨
⻄
陵
之
茫
茫
 
 
 
 
 
 
 

⻄
陵
の
茫
茫
た
る
を
怨
む
︒ 

  

登
爵
臺
⽽
群
悲
 
 
 
 
 
 
 
爵
臺
に
登
り
て
群
悲
し
︑ 

  

眝
美
⽬
其
何
望
 
 
 
 
 
 
 
美
⽬
に
眝な

が

む
る
も
其
れ
何
を
か
望
ま
ん
︒ 

  

既
睎
古
以
遺
累
 
 
 
 
 
 
 

既
に
古
へ
を
睎
て
以
て
累
を
遺
く
︑ 

  

信
簡
禮
⽽
薄
葬
 
 
 
 
 
 
 
信
に
禮
を
簡
に
し
て
葬
を
薄
く
せ
ん
と
す
︒ 

 
彼
裘
紱
於
何
有
 
 
 
 
 
 
 
彼
の
裘
紱 

何
に
於
て
か
有
ら
ん
︑ 

  

貽
塵
謗
於
後
王
 
 
 
 
 
 
 
塵
謗
を
後
王
に
貽の

こ

す
の
み
︒ 

 
嗟
⼤
戀
之
所
存
 
 
 
 
 
 
 
嗟
 
⼤
戀
の
存
す
る
所
︑ 

  

故
雖
哲
⽽
不
忘
 
 
 
 
 
 
 
故
よ
り
哲
な
り
と
雖
も
忘
れ
ず
︒
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覽
遺
籍
以
慷
慨
 
 
 
 
 
 
 
遺
籍
を
覽
て
以
て
慷
慨
し
︑ 

  
獻
茲
⽂
⽽
悽
傷
 
 
 
 
 
 
 
茲
の
⽂
を
獻
じ
て
悽
傷
す
︒ 

   ⼈
世
に
對
す
る
未
練
は
聖
⼈
君
⼦
で
あ
�
て
も
︑
忘
れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
述
べ
る
︒
陸
機
は
︑
遺
令
を
⾒
て
⼼
を
動
か
さ
れ
︑
こ
の

⽂
を
獻
げ
て
︑
悲
し
み
歎
く
の
で
あ
る
︒ 

序
⽂
の
最
後
に
對
應
し
て
︑
陸
機
が
こ
の
よ
う
な
⼈
間
の
情
は
聖
⼈
で
も
免
れ
な
い
と
納
得
し
て
い
た
︒
以
上
︑
弔
⽂
の
內
容
か
ら

讀
み
取
れ
る
の
は
︑
曹
操
に
對
す
る
批
判
よ
り
も
︑
英
雄
の
︑
凡
庸
な
ひ
と
り
の
⼈
間
の
死
を
傷
む
態
度
で
あ
る
︒
あ
る
い
は
︑
稱
讚

す
る
部
分
も
︑
こ
の
哀
痛
を
强
調
す
る
た
め
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒ 

陸
機
の
曹
操
に
對
す
る
褒
貶
︑
特
に
曹
操
へ
の
批
評
の
部
分
は
主
に
曹
操
の
遺
令
に
由
來
す
る
︒
次
に
︑
曹
操
の
遺
令
を
具
體
的
に

紹
介
し
た
い
︒ 

 

第
四
節
 
曹
操
の
遺
令 

 

建
安
⼆
⼗
四
年
︵
⼆
⼀
九
︶
⼗
⽉
︑
曹
操
は
劉
備
を
討
ち
果
た
せ
ず
關
中
よ
り
洛
陽
に
戾
�
た
後
︑
洛
陽
の
東
南
に
位
置
す
る
摩
陂

に
臨
ん
で
樊
城
・
襄
陽
の
戰
役
を
指
揮
し
た
︒
⼗
⼆
⽉
に
孫
權
軍
が
關
⽻
を
捕
え
て
斬
⾸
し
た
こ
と
で
こ
の
戰
は
終
結
し
︑
曹
操
は
洛

陽
に
戾
�
た
が
︑
そ
の
翌
年
の
正
⽉
に
逝
去
し
た
︒
曹
操
は
臨
終
に
お
い
て
︑
遺
令
を
殘
し
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
完
本
は
失
わ
れ
た
た

め
︑
嚴
可
均
が
正
史
・
類
書
︑
ま
た
こ
の
陸
機
の
弔
⽂
よ
り
輯
め
て
い
る
︵
５
︶︒
陸
機
﹁
弔
魏
武
帝
⽂
﹂
に
引
⽤
さ
れ
た
遺
令
は
次
の

四
條
で
あ
る
︒ 

 遺
令
①
 
吾
在
軍
中
持
法
是
也
︒
⾄
⼩
忿
怒
︑
⼤
過
失
︑
不
當
效
也
︒ 

吾
軍
中
に
在
り
て
法
を
持
す
る
は
是
な
り
︒
⼩
忿
怒
︑
⼤
過
失
に
⾄
り
て
は
︑
當
に
效
ふ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
︒ 

遺
令
②
 
持
姬
⼥
⽽
指
季
豹
︑
以
⽰
四
⼦
⽈
︑﹁
以
累
汝
﹂︑
因
泣
下
︒ 
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姬
⼥
を
持
し
て
季
豹
を
指
し
︑
以
て
四
⼦
に
⽰
し
て
⽈
く
︑
以
て
汝
を
累
は
す
と
︒
因
り
て
泣
︵
な
み
だ
︶
下
る
︒ 

遺
令
③
 
吾
婕
妤
妓
⼈
︑
皆
著
銅
爵
臺
︒
於
臺
堂
上
施
⼋
尺
床
・
繐
帳
︑
朝
晡
上
脯
糒
之
屬
︒
⽉
朝
・
⼗
五
︑
輒
向
帳
作
妓
︒
汝 

等
時
時
登
銅
爵
臺
︑
望
吾
⻄
陵
墓
⽥
︒ 

吾
が
婕
妤
妓
⼈
は
︑
皆
銅
爵
臺
に
著
け
よ
︒
臺
堂
の
上
に
於
て
⼋
尺
の
床
と
繐
帳
を
施
し
︑
朝
晡
に
脯
糒
の
屬
を
上
れ
︒

⽉
の
朝
と
⼗
五
に
は
︑
輒
ち
帳
に
向
ひ
て
妓
を
作
せ
︒
汝
等
時
時
銅
爵
臺
に
登
り
︑
吾
が
⻄
陵
の
墓
⽥
を
望
め
︒ 

遺
令
④
 
餘
⾹
可
分
︑
與
諸
夫
⼈
︒
諸
舍
中
無
所
爲
︑
學
作
履
組
賣
也
︒
吾
歷
官
所
得
綬
︑
皆
著
藏
中
︒
吾
餘
⾐
裘
︑
可
別
爲
⼀
藏
︒ 

不
能
者
︑
兄
弟
可
共
分
之
︒ 

餘
⾹
は
分
ち
て
︑
諸
夫
⼈
に
與
ふ
べ
し
︒
諸
々
の
舍
中
に
爲
す
所
無
き
は
︑
履
組
を
作
る
を
學
び
て
賣
れ
︒
吾
が
官
を
歷

て
得
し
所
の
綬
は
︑
皆
藏
中
に
著
け
よ
︒
吾
が
餘
の
⾐
裘
は
︑
別
に
⼀
藏
を
爲
す
べ
し
︒
能
は
ざ
れ
ば
︑
兄
弟
共
に
之
を

分
か
つ
べ
し
︒
                               

 

弔
⽂
の
序
に
引
⽤
さ
れ
た
四
條
の
遺
令
の
う
ち
︑
公
的
な
政
務
に
關
す
る
內
容
は
僅
か
⼀
條
の
み
で
︑
そ
れ
以
外
の
三
條
は
家
族
に

關
す
る
私
的
な
命
令
に
過
ぎ
な
い
︒ 

遺
令
①
は
︑
序
⽂
中
唯
⼀
の
公
的
遺
令
で
︑
曹
操
が
武
將
と
し
て
⾃
ら
の
得
失
を
總
括
す
る
も
の
で
あ
る
︒
陸
機
は
こ
れ
を
﹁
善
ひ

か
な
達
⼈
の
讜
⾔
な
り
︵
善
哉
達
⼈
之
讜
⾔
矣
︶﹂
と
稱
讚
し
て
い
る
︒ 

し
か
し
︑
續
く
三
條
は
︑
全
て
⼦
⼥
あ
る
い
は
後
宮
の
⼥
性
た
ち
に
向
け
て
の
私
的
な
內
容
で
あ
り
︑
そ
こ
に
あ
る
の
は
英
雄
曹
操

の
姿
で
は
な
く
︑
ご
く
普
通
の
⼈
間
の
︑
む
し
ろ
弱
々
し
い
姿
で
あ
る
︒
遺
令
②
は
四
⼈
の
息
⼦
を
託
孤
す
る
場
⾯
で
あ
る
︒
遺
令
③

は
亡
く
な
�
た
後
に
妓
⼈
た
ち
を
銅
爵
臺
で
毎
⽉
⼀
⽇
と
⼗
五
⽇
に
歌
舞
さ
せ
る
よ
う
に
と
述
べ
る
︒遺
令
④
は
有
名
な﹁
分
⾹
賣
履
﹂

と
⾃
ら
の
⾐
服
の
處
置
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
本
章
の
冒
頭
に
既
に
引
⽤
し
た
が
︑
こ
の
三
條
の
遺
令
に
對
し
︑
陸
機
は
次
の
よ
う
に
批

評
し
て
い
る
︒ 

 

惜
內
顧
之
纏
綿 

 
 

內
顧
の
纏
綿
た
る
を
惜
し
み
︑ 
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恨
末
命
之
微
詳 

 
 

末
命
の
微
詳
な
る
を
恨
む
︒ 

紆
廣
念
於
履
組 

 
 

廣
念
を
履
組
に
紆
ひ
︑ 

塵
清
慮
於
餘
⾹ 

 
 

清
慮
を
餘
⾹
に
塵け

が

す
︒ 

結
遺
情
之
婉
孌 

 
 

遺
情
の
婉
孌
た
る
を
結
び
︑ 

何
命
促
⽽
意
⻑ 

 
 

何
ぞ
命
の
促
か
に
し
て
意
の
⻑
き
か
︒ 

                            
 

こ
の
四
條
の
遺
令
の
信
憑
性
に
つ
い
て
︑
先
⾏
硏
究
に
お
い
て
疑
義
が
呈
さ
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
僞
作
と
斷
定
し
う
る
根
據
は
な

お
⼗
分
で
は
な
い
︵
６
︶︒
陸
機
は
︑
當
時
著
作
郎
の
⽴
場
で
こ
の
弔
⽂
を
制
作
し
︑
間
違
い
な
く
公
表
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
︒
故
意
に

僞
作
す
る
必
要
性
は
少
な
い
と
⾒
る
の
が
妥
當
で
あ
ろ
う
︒陸
機
は
正
史
と
は
異
な
る
よ
う
に
︑巧
み
に
遺
令
を
引
⽤
し
た
の
で
あ
る
︒

弔
⽂
以
外
に
正
史
や
類
書
に
⾒
ら
れ
る
遺
令
の
例
を
⽰
せ
ば
︑
次
の
よ
う
に
記
す
︒ 

 

天
下
尚
未
安
定
︑
未
得
遵
古
也
︒
葬
畢
︑
皆
除
服
︒
其
將
兵
屯
戍
者
︑
皆
不
得
離
屯
部
︒
有
司
各
率
乃
職
︒
斂
以
時
服
︑
無
藏
⾦

⽟
珍
寶
︒ 

天
下
尚
ほ
未
だ
安
定
せ
ず
︑
未
だ
古
に
遵
ふ
を
得
ざ
る
な
り
︒
葬
畢
ら
ば
︑
皆
服
を
除
け
︒
其
の
兵
を
將
ひ
屯
戍
す
る
者
︑
皆

屯
部
よ
り
離
る
る
を
得
ず
︒
有
司
各
々
そ
の
職
を
率
ゐ
よ
︒
時
服
を
以
て
斂
め
︑
⾦
⽟
珍
寶
を
藏ほ

う
む

る
無
か
れ
︒ 

︵﹃
三
國
志
﹄
卷
⼀
︑
魏
書
武
帝
紀
︶ 

天
下
尚
未
安
定
︑
未
得
遵
古
︒
百
官
臨
殿
中
者
︑
⼗
五
舉
⾳
︒
葬
畢
︑
便
除
服
︒
其
將
兵
屯
戍
者
︑
不
得
離
部
︒ 

天
下
尚
ほ
未
だ
安
定
せ
ず
︑
未
だ
古
に
遵
ふ
を
得
ず
︒
百
官
の
殿
中
に
臨
む
者
︑
⼗
五
た
び
舉
⾳
せ
よ
︒
葬
畢
ら
ば
︑
便
ち
服

を
除
け
︒
其
の
兵
を
將
ひ
屯
戍
す
る
者
︑
部
よ
り
離
る
る
を
得
ず
︒
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︵﹃
宋
書
﹄
卷
⼗
五
︑
禮
志
︶ 

吾
有
頭
病
︑
⾃
先
著
帽
幘
・
持
⼤
服
︑
如
存
時
︑
勿
遺
︒ 

吾
に
頭
病
有
り
︑
先
き
よ
り
著
け
し
帽
幘
︑
持
ち
し
⼤
服
︑
存
せ
し
時
の
如
く
し
︑
遺
す
勿
れ
︒ 

︵﹃
太
平
御
覽
﹄
卷
六
⼋
七
︶ 

吾
婢
皆
勤
苦
︑
使
著
銅
雀
臺
︑
善
待
之
︒ 

吾
の
婢
皆
勤
苦
し
︑
銅
雀
臺
に
著
か
せ
︑
之
を
善
く
待
た
し
め
よ
︒ 

︵﹃
太
平
御
覽
﹄
卷
五
百
︶ 

吾
夜
半
覺
︑
⼩
不
佳
︑
⾄
明
⽇
︑
飲
粥
︑
汗
出
︑
服
當
歸
湯
︒ 

吾
夜
半
に
覺
め
︑
⼩
し
く
佳
か
ら
ず
︑
明
⽇
に
⾄
り
︑
粥
を
飲
み
︑
汗
出
づ
れ
ば
︑
當
歸
湯
を
服
せ
︒ 

︵﹃
太
平
御
覽
﹄
卷
⼋
百
五
⼗
九
︶  

正
史
・
類
書
に
⾒
え
る
の
は
︑
主
に
薄
葬
や
死
後
の
政
治
の
安
定
な
ど
公
務
に
關
す
內
容
で
あ
り
︑
⽇
常
⽣
活
に
お
け
る
內
容
は
﹃
太

平
御
覧
﹄
に
三
條
の
み
が
⾒
え
れ
る
︒
⼆
〇
〇
九
年
︑
曹
操
⾼
陵
が
發
⾒
さ
れ
︑
そ
の
副
葬
品
は
︑
⼆
〇
⼀
九
年
に
東
京
國
⽴
博
物
館

と
福
岡
國
⽴
博
物
館
⼆
箇
所
で
展
⽰
さ
れ
た
︒
史
書
の
記
載
ど
お
り
質
素
な
墓
で
あ
�
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
陸
機
に
よ
る
弔
⽂
の
本
⽂

に
も
︑
そ
の
墓
の
簡
素
さ
に
つ
い
て
﹁
既
に
古
を
晞み

て
以
て
累
を
遺
す
︑
信
に
禮
を
簡
に
し
て
葬
を
薄
く
せ
ん
と
す
︵
既
晞
古
以
遺
累
︑

信
簡
禮
⽽
薄
葬
︒︶﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
正
史
は
︑
主
に
公
務
に
關
す
る
な
視
點
か
ら
遺
令
を
記
錄
す
る
に
過
ぎ
な
い
︒
陸
機

は
︑
⽂
學
と
い
う
⼿
法
で
︑
正
史
に
は
⾒
え
な
い
曹
操
を
よ
り
⽴
體
的
に
描
き
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
  

 

第
五
節
 
弔
⽂
の
傳
統 

 

﹁
弔
魏
武
帝
⽂
﹂
が
︑
褒
と
貶
と
の
雙
⽅
を
書
く
こ
と
に
つ
い
て
︑
弔
⽂
と
い
う
⽂
體
の
性
質
も
要
因
の
⼀
つ
と
考
え
ら
れ
る
︒
弔
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⽂
に
つ
い
て
︑﹃
⼤
漢
和
辭
典
﹄
の
解
釋
は
︑
そ
の
名
稱
が
⽰
す
よ
う
に
︑﹁
死
者
を
弔
い
︑
愛
惜
痛
悼
の
情
を
致
す
も
の
で
あ
る
﹂
と

說
明
す
る
︒﹃
⽂
⼼
雕
⿓
﹄
哀
弔
篇
に
よ
れ
ば
︑﹁
弔
﹂
の
元
來
の
意
味
は
︑
弔
問
客
の
喪
主
に
對
す
る
弔
慰
で
あ
る
︵
７
︶︒
し
か
し
︑

弔
⽂
は
必
ず
し
も
同
時
代
の
⼈
を
悼
む
だ
け
の
⽂
章
で
は
な
い
︒
現
存
す
る
⻄
晉
以
前
の
弔
⽂
は
︑
同
時
代
の
⼈
を
對
象
と
す
る
も
の

と
し
て
は
︑
束
皙
の
﹁
弔
蕭
孟
恩
⽂
﹂・﹁
弔
衛
巨
⼭
⽂
﹂
と
陸
雲
﹁
弔
陳
伯
華
書
﹂
の
三
例
の
み
で
あ
り
︑
そ
れ
以
外
の
殆
ど
が
古
⼈

を
弔
う
⽂
章
で
あ
る
︒
前
漢
に
は
︑
賈
誼
﹁
弔
屈
原
賦
﹂︑
司
⾺
相
如
﹁
弔
秦
⼆
世
賦
﹂
な
ど
が
あ
り
︑
後
漢
に
は
揚
雄
﹁
反
離
騷
﹂︑

班
彪
﹁
悼
離
騷
﹂︑
杜
篤
﹁
弔
⽐
⼲
⽂
﹂
が
あ
る
︒
こ
の
頃
は
︑
ま
だ
⽂
體
が
定
ま
�
て
お
ら
ず
︑﹃
楚
辭
﹄
の
句
式
を
⽤
い
︑
屈
原
を

對
象
と
す
る
も
の
が
複
數
あ
る
︒後
漢
末
か
ら
三
國
期
に
か
け
て
數
多
く
制
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑⽂
體
も
徐
々
に
定
ま
�
て
い
く
︒

こ
の
時
期
の
作
品
に
は
︑
蔡
邕
﹁
弔
屈
原
賦
﹂︵
８
︶︑
胡
廣
・
阮
瑜
ら
の
﹁
弔
夷
⿑
﹂︵
９
︶︑
王
粲
﹁
弔
夷
⿑
﹂︵
10
︶︑
靡
元
﹁
弔
夷

⿑
﹂
と
﹁
弔
⽐
⼲
⽂
﹂︑
禰
衡
﹁
弔
張
衡
⽂
﹂
な
ど
が
あ
る
︒
三
國
末
期
か
ら
⻄
晉
に
⾄
る
と
︑
傅
咸
﹁
弔
秦
始
皇
賦
﹂︑
潘
岳
﹁
弔
孟

嘗
君
﹂
な
ど
の
作
品
も
登
場
す
る
︒
同
時
代
の
⼈
を
追
悼
す
る
墓
碑
な
ど
は
︑
往
々
に
し
て
そ
の
對
象
を
誇
張
し
て
褒
賞
す
る
︒
し
か

し
︑
弔
⽂
に
お
け
る
弔
わ
れ
る
對
象
は
つ
ね
に
古
⼈
で
あ
る
︒
し
か
も
聖
⼈
君
⼦
で
は
な
く
︑
何
ら
か
の
﹁
問
題
﹂
が
あ
る
⼈
物
が
選

ば
れ
る
︒﹃
⽂
⼼
雕
⿓
﹄
哀
弔
篇
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒ 

 

或
驕
貴
以
殞
⾝
︑
或
狷
忿
以
乖
道
︑
或
有
志
⽽
無
時
︑
或
美
才
⽽
兼
累
︑
追
⽽
慰
之
︑
竝
名
爲
弔
︒ 

或
は
驕
貴
に
し
て
⾝
を
殞
し
︑
或
は
狷
忿
に
し
て
道
に
乖
き
︑
或
は
志
有
れ
ど
も
時
無
く
︑
或
は
美
才
あ
れ
ど
も
累
を
兼
ぬ
れ

ば
︑
追
つ
て
之
を
慰
む
︑
竝
に
名
づ
け
て
弔
と
爲
す
︒                                   

︵﹃
⽂
⼼
雕
⿓
﹄
哀
弔
篇
︶ 

 

弔
⽂
の
對
象
は
︑
そ
の
⼈
柄
に
缺
點
が
あ
�
た
り
︑
⼈
⽣
が
順
⾵
滿
帆
で
な
く
苦
難
を
經
驗
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
︑
後
世
の
作
者
に

惜
し
ま
れ
︑
弔
ら
わ
れ
る
の
だ
と
い
う
︒
そ
れ
を
表
現
す
る
た
め
に
︑
毀
誉
褒
貶
が
共
に
書
か
れ
る
の
は
當
然
の
こ
と
と
⾔
え
よ
う
︒

ま
た
︑
そ
の
褒
貶
の
妥
當
性
も
弔
⽂
の
評
價
基
準
の
⼀
つ
と
な
る
よ
う
で
あ
る
︒﹃
⽂
⼼
雕
⿓
﹄
哀
弔
篇
は
最
後
に
︑ 
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固
宜
正
義
以
繩
理
︑
昭
德
⽽
塞
違
︑
剖
析
褒
貶
︑
哀
⽽
有
正
︑
則
無
奪
倫
矣
︒ 

固
よ
り
宜
し
く
義
を
正
し
て
以
て
理
を
繩
し
︑
德
を
昭
ら
か
に
し
て
違
を
塞
ぎ
︑
褒
貶
を
剖
析
し
︑
哀
し
み
て
正
有
ら
ば
︑
則

ち
倫
を
奪
ふ
こ
と
無
か
ら
ん
︒                              

                        

︵﹃
⽂
⼼
雕
⿓
﹄
哀
弔
篇
︶ 

 

世
の
中
の
倫
理
を
正
し
く
す
る
た
め
に
︑
作
者
は
對
象
の
⻑
所
と
短
所
を
き
ち
ん
と
辨
別
し
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
と
記
す
︒ 

從
�
て
︑
陸
機
の
弔
⽂
に
毀
譽
褒
貶
の
要
素
が
あ
る
の
は
︑
當
時
の
弔
⽂
の
基
本
的
⽴
場
と
し
て
相
應
し
い
も
の
と
⾔
え
よ
う
︒
陸

機
は
前
⼈
の
作
品
を
模
倣
し
て
こ
の
弔
⽂
を
作
�
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
陸
機
以
前
の
弔
⽂
の
う
ち
︑
全
⽂
を
⾒
る
こ
と
の
で
き
る
賈
誼

﹁
弔
屈
原
賦
﹂
と
揚
雄
﹁
反
離
騷
﹂
を
對
象
に
弔
⽂
の
特
徴
を
舉
げ
︑
陸
機
が
如
何
に
前
⼈
を
繼
承
し
て
い
る
の
か
分
析
し
て
み
よ
う
︒ 

ま
ず
︑
作
品
の
冒
頭
で
そ
の
創
作
背
景
を
述
べ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
︒﹃
漢
書
﹄
卷
四
⼗
⼋
賈
誼
傳
中
の
﹁
弔
屈
原
賦
﹂
の
序
で
は
︑

屈
原
を
弔
う
理
由
と
⾃
⾝
の
創
作
時
期
や
官
職
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
︒ 

 

誼
既
以
適
去
︑
意
不
⾃
得
︒
及
度
湘
⽔
︑
爲
賦
以
弔
屈
原
︒
屈
原
︑
楚
賢
⾂
也
︒
被
讒
放
逐
︑
作
﹁
離
騷
賦
﹂︒
其
終
篇
⽈
︑﹁
已

矣
︑
國
亡
⼈
︑
莫
我
知
也
︒
﹂
遂
⾃
投
江
⽽
死
︒
誼
追
傷
之
︑
因
以
⾃
諭
︒ 

誼
は
既
に
適
を
以
て
去
る
︒
意
⾃
得
せ
ず
︒
湘
⽔
を
度
る
に
及
び
︑
賦
を
爲
り
て
以
て
屈
原
を
弔
ふ
︒
屈
原
は
楚
の
賢
⾂
な
り
︒

讒
を
被
り
て
放
逐
せ
ら
れ
︑
離
騷
の
賦
を
作
る
︒
其
の
終
篇
に
⽈
く
︑
已
ん
ぬ
る
か
な
︑
國
に
⼈
亡
く
︑
我
を
知
る
莫
な
り
と
︒

遂
に
⾃
ら
江
に
投
じ
て
死
す
︒
誼
之
を
追
傷
し
︑
因
り
て
以
て
⾃
ら
諭
ふ
︒
 
 
 
 
 
  ︵﹃

漢
書
﹄
卷
四
⼗
⼋
︑
賈
誼
傳
︶ 

 

 
ま
た
︑﹃
漢
書
﹄
卷
⼋
⼗
七
揚
雄
傳
に
引
く
﹁
反
離
騷
﹂
の
⾃
序
も
︑
制
作
の
背
景
や
動
機
を
述
べ
て
い
る
︒ 

 

先
是
時
︑
蜀
有
司
⾺
相
如
︑
作
賦
甚
弘
麗
溫
雅
︒
雄
⼼
壯
之
︑
每
作
賦
︑
常
擬
之
以
爲
式
︒
⼜
怪
屈
原
⽂
過
相
如
︑
⾄
不
容
︑
作
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﹁
離
騷
﹂︑
⾃
投
江
⽽
死
︒
悲
其
⽂
︑
讀
之
未
嘗
不
流
涕
也
︒
以
爲
君
⼦
得
時
則
⼤
⾏
︑
不
得
時
則
⿓
蛇
︑
遇
不
遇
命
也
︑
何
必
湛

⾝
哉
︒
乃
作
書
︑
往
往
摭
﹁
離
騷
﹂
之
⽂
⽽
反
之
︑
⾃
㟭
⼭
投
諸
江
流
︑
以
弔
屈
原
︑
名
⽈
﹁
反
離
騷
﹂︒       

是
の
時
に
先
ん
じ
︑蜀
に
司
⾺
相
如
有
り
︑賦
を
作
る
こ
と
甚
だ
弘
麗
温
雅
な
り
︒雄 

⼼
に
之
れ
を
壯
と
し
︑賦
を
作
る
毎
に
︑

常
に
之
れ
に
擬
し
以
て
式
と
爲
す
︒
⼜
た
屈
原
の
⽂
の
相
如
に
過
ぐ
る
に
︑
容
れ
ら
れ
ざ
る
に
⾄
り
︑
離
騷
を
作
り
︑
⾃
ら
江

に
投
じ
て
死
す
る
を
怪
し
む
︒
其
の
⽂
を
悲
し
み
︑
之
れ
を
讀
む
に
未
だ
嘗
て
流
涕
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ざ
る
な
り
︒
以
爲
へ
ら
く

君
⼦
時
を
得
れ
ば
則
ち
⼤
⾏
し
︑
時
を
得
ざ
れ
ば
則
ち
⿓
蛇
す
︒
遇
不
遇
は
命
な
り
︑
何
ぞ
必
ず
し
も
⾝
を
湛
め
ん
や
︒
乃
ち

書
を
作
り
︑
往
往
離
と
し
て
騷
の
⽂
を
摭ひ

ろ

ひ
て
之
れ
を
反
し
︑
㟭
⼭
よ
り
諸
れ
を
江
流
に
投
じ
て
︑
以
て
屈
原
を
弔
ひ
︑
名
づ

け
て
反
離
騷
と
⽈
ふ
︒
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

︵﹃
漢
書
﹄
卷
⼋
⼗
七
︑
揚
雄
傳
︶ 

 

こ
れ
ら
の
序
は
﹃
漢
書
﹄
に
揭
載
さ
れ
た
も
の
で
︑
⾃
稱
と
し
て
三
⼈
稱
︵﹁
誼
﹂︑﹁
相
如
﹂︶
が
⽤
い
ら
れ
て
い
る
︵
11
︶︒
前
に
す

で
に
述
べ
た
が
︑
陸
機
﹁
弔
魏
武
帝
⽂
﹂
の
序
も
同
樣
に
⾃
ら
を
﹁
機
﹂
と
稱
し
︑
制
作
背
景
を
述
べ
て
い
る
︒ 

 

次
に
︑
對
象
⼈
物
の
⽂
辭
を
引
⽤
す
る
こ
と
が
舉
げ
ら
れ
る
︒
賈
誼
の
序
で
は
﹁
離
騷
﹂
原
⽂
を
引
⽤
し
て
お
り
︑
揚
雄
﹁
反
離
騷
﹂

も
﹁
往
往
と
し
て
離
騷
の
⽂
を
摭
ひ
て
之
れ
に
反
す
る
﹂
內
容
で
あ
�
た
と
い
う
︒ 

最
も
注
⽬
す
べ
き
︑
對
象
へ
の
褒
貶
を
併
せ
持
つ
點
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
︒
賈
誼
﹁
弔
屈
原
賦
﹂
は
︑ 

 

鳳
皇
翔
於
千
仞
兮
︑
覽
德
煇
⽽
下
之
︒
⾒
細
德
之
險
徵
兮
︑
遙
增
擊
⽽
去
之
︒
彼
尋
常
之
汙
瀆
兮
︑
豈
容
吞
⾈
之
⿂
︒
橫
江
湖
之

鱣
鯨
兮
︑
固
將
制
於
螻
螘
︒ 

鳳
皇
は
千
仞
に
翔
り
︑
德
煇
を
覽
て
之
に
下
る
︒
細
德
の
險
徵
を
⾒
て
︑
遙
か
に
增
く
擊
ち
て
之
を
去
る
︒
彼
の
尋
常
の
汙
瀆
︑

豈
に
吞
⾈
の
⿂
を
容
れ
ん
や
︒
江
湖
に
橫
た
は
る
鳣
鯨
︑
固
よ
り
將
に
螻
螘
に
制
せ
ら
れ
ん
と
す
︒ 
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︵﹃
漢
書
﹄
卷
四
⼗
⼋
︑
賈
誼
傳
︶ 

 

と
し
︑も
し
國
で
⼩
⼈
が
權
⼒
を
に
ぎ
れ
ば
︑屈
原
の
よ
う
な
賢
者
は
そ
の
濁
る
國
か
ら
離
れ
れ
ば
良
い
︑⾃
殺
は
全
く
無
⽤
で
あ
る
︑

と
い
う
︒
⼀
⽅
で
は
屈
原
の
偉
⼤
さ
を
承
認
し
︑
⼀
⽅
で
は
︑
そ
の
處
世
の
⽅
法
に
疑
問
を
抱
い
て
お
り
︑
や
は
り
褒
貶
⼆
つ
の
要
素

を
有
す
る
︒
揚
雄
も
︑
先
に
引
⽤
し
た
と
お
り
︑
屈
原
は
司
⾺
相
如
よ
り
優
れ
て
い
る
︑
と
そ
の
⽂
才
を
稱
讚
す
る
⼀
⽅
で
︑
君
⼦
が

天
⼦
に
惠
ま
れ
る
か
ど
う
か
︑
そ
の
運
命
に
定
め
が
あ
る
の
で
︑
ど
う
し
て
⾃
分
の
命
を
捨
て
る
必
要
が
あ
る
の
か
︑
と
屈
原
が
不
遇

を
理
由
に
⾃
殺
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
納
得
し
て
い
な
い
︒ 

以
上
の
特
徴
は
︑
陸
機
﹁
弔
魏
武
帝
⽂
﹂
に
も
當
て
は
ま
る
︒
陸
機
の
弔
⽂
は
︑
⼀
⽅
で
曹
操
を
英
雄
と
稱
え
︑
⼀
⽅
で
前
節
に
あ

げ
た
序
⽂
第
六
段
の
よ
う
に
彼
の
⼈
間
性
を
論
じ
て
い
る
︒ 

陸
機
は
﹃
漢
書
﹄
を
讀
み
︑
賈
・
揚
の
弔
⽂
を
模
倣
し
た
可
能
性
が
⾼
い
︒
ま
ず
︑
序
の
創
作
背
景
を
述
べ
る
部
分
で
三
⼈
稱
を
⾃

稱
と
し
て
⽤
い
て
い
る
こ
と
が
そ
の
證
左
で
あ
る
︒
ま
た
︑
陸
機
の
弔
⽂
の
本
⽂
第
⼀
段
落
﹁
重
淵
に
佇
て
以
て
鱗
を
育
ひ
︑
慶
雲
を

撫
し
て
遐
く
⾶
ぶ
︒︵
佇
重
淵
以
育
鱗
︑
撫
慶
雲
⽽
遐
⾶
︶﹂
に
つ
い
て
︑
李
善
注
も
︑
揚
雄
﹁
反
離
騷
﹂
の
﹁
懿よ

き
か
な
神
⿓
の
淵
に

潛
む
こ
と
︑
慶
雲
を
竢
ち
て
將
に
舉
げ
ん
と
す
︵
懿
神
⿓
之
淵
潛
︑
竢
慶
雲
⽽
將
舉
︶﹂
を
踏
ま
え
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︵
12
︶︒

陸
機
は
︑
確
か
に
前
⼈
の
弔
⽂
を
念
頭
に
置
い
て
﹁
弔
魏
武
帝
⽂
﹂
を
製
作
し
た
の
で
あ
る
︒ 

賈
誼
と
揚
雄
の
弔
⽂
か
ら
⾒
れ
ば
︑﹁
弔
﹂
と
い
う
⽂
體
の
う
ち
︑
過
去
の
⼈
物
に
褒
貶
⼆
つ
の
要
素
を
持
つ
本
質
は
︑
そ
の
作
品
が

對
象
を
﹁
追
想
し
︑
慰
め
る
﹂
も
の
で
あ
り
︑
陸
機
の
﹁
弔
魏
武
帝
⽂
﹂
も
こ
の
傳
統
に
倣
�
た
も
の
と
⾔
え
よ
う
︒
ま
た
︑
弔
⽂
の

序
に
創
作
の
契
機
を
述
べ
︑
對
象
の
⽂
辭
を
引
⽤
す
る
こ
と
も
︑
そ
の
性
格
の
⼀
つ
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

な
お
︑﹁
弔
﹂
の
對
象
と
な
る
の
は
︑
賈
誼
・
揚
雄
の
弔
⽂
よ
り
︑
作
者
と
境
遇
が
重
な
�
て
お
り
︑
親
近
感
を
覺
え
る
よ
う
な
⼈
物

で
あ
る
と
い
え
る
︒
で
は
︑
陸
機
は
な
ぜ
曹
操
を
弔
う
⽂
を
書
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
何
か
共
鳴
す
る
點
が
あ
�
た
の
だ
ろ
う
か
︒ 

 

第
六
節
 

陸
機
の
創
作
動
機 



 80 

 
⽂
脈
と
⽂
體
の
觀
點
よ
り
︑弔
⽂
に
お
け
る
陸
機
の
曹
操
批
評
は
︑意
識
的
に
曹
操
を
貶
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
︒

む
し
ろ
︑
臨
終
の
際
の
⾔
動
に
對
す
る
失
望
は
︑
陸
機
が
い
か
に
曹
操
を
尊
敬
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
の
裏
返
し
で
あ
ろ
う
︒ 

陸
機
以
前
︑
曹
操
に
對
す
る
褒
貶
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
�
た
︒
ま
ず
︑
⽣
前
の
若
い
時
分
に
は
將
來
亂
世
を
救
う
英
雄
と
評

價
さ
れ
て
い
る
︵
13
︶︒
後
の
北
⽅
統
⼀
の
際
に
は
︑
⼈
材
を
信
頼
し
︑
軍
略
に
優
れ
て
嚴
格
明
晰
な
軍
令
を
下
す
點
や
︑
⾃
⾝
に
對

す
る
勤
儉
︑
功
⾂
に
對
す
る
厚
遇
を
稱
讚
さ
れ
て
い
る
︵
14
︶︒
史
書
に
お
い
て
は
︑
魏
晉
交
替
時
の
王
沈
﹃
魏
書
﹄
や
陳
壽
﹃
三
國

志
﹄
が
お
お
よ
そ
魏
の
⼈
と
類
す
る
評
價
を
與
え
て
お
り
︑
軍
法
が
嚴
明
で
策
略
に
優
れ
︑
善
く
⼈
材
を
⽤
い
た
こ
と
が
舉
げ
ら
れ
て

い
る
︵
15
︶︒
⼀
⽅
で
︑
曹
操
を
貶
め
る
場
合
︑
三
國
時
代
の
⼈
は
⼈
柄
の
⾯
で
﹁
酷
虐
變
詐
﹂
な
曹
操
像
を
作
�
て
い
た
︒
例
え
ば
︑

曹
操
と
同
時
代
の
吳
の
虞
翻
は
︑
彼
を
﹁
盜
跖
﹂
と
蔑
視
し
︵
16
︶︑
吳
⼈
の
作
で
あ
る
﹃
曹
瞞
傳
﹄
の
中
に
も
﹁
酷
虐
變
詐
﹂
た
る
曹

操
の
エ
ピ
ソ
Ñ
ド
を
多
く
收
錄
し
た
︵
17
︶︒
こ
う
し
た
逸
話
は
︑
南
⽅
に
⻑
期
間
流
傳
し
︑
劉
宋
の
﹃
世
說
新
語
﹄
に
も
散
⾒
さ
れ

る
︒
吳
の
出
⾝
で
あ
る
陸
機
も
︑
幼
い
頃
か
ら
こ
の
よ
う
な
曹
操
像
に
親
し
ん
だ
可
能
性
が
⾼
い
︒
し
か
し
︑
彼
は
曹
操
を
そ
の
よ
う

に
は
描
か
な
か
�
た
︒ 

前
揭
の
陳
世
驤
論
⽂
は
︑
陸
機
と
曹
操
に
微
妙
な
相
似
點
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
陸
機
の
弔
⽂
創
作
の
動
機
は
︑
彼
の
曹

操
に
對
す
る
共
感
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
︒
弔
⽂
に
お
け
る
褒
貶
の
視
點
や
︑
他
作
品
を
含
め
た
影
響
關
係
か
ら
⾒
れ
ば
︑
陸
機
は
次

の
點
で
曹
操
に
共
感
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

 
第
⼀
點
は
︑
官
⼈
と
し
て
の
曹
操
に
對
す
る
尊
敬
で
あ
る
︒
第
⼆
節
に
述
べ
た
と
お
り
︑
陸
機
は
主
に
曹
操
の
軍
事
的
才
能
︑
勇
猛

な
武
⼒
︑
漢
王
朝
を
救
う
功
績
な
ど
を
褒
め
て
い
る
︒
そ
の
う
ち
最
も
注
⽬
す
べ
き
點
は
︑
曹
操
の
匡
世
救
難
の
功
績
で
あ
る
︒ 

ま
ず
︑
弔
⽂
本
⽂
第
⼀
段
落
で
は
︑
曹
操
の
登
場
は
漢
王
朝
の
最
も
衰
退
し
た
時
期
で
あ
�
た
と
⾔
い
︑﹃
易
經
﹄
を
多
⽤
し
て
曹
操

の
功
績
を
稱
え
て
い
る
︒
例
え
ば
︑﹁
重
淵+に
佇
ち
て
以
て
鱗
を
育
ひ
︑
慶
雲
を
撫
し
て
遐
く
⾶
ぶ
︒︵
佇
重
淵+以
育
鱗
︑
撫
慶
雲
⽽
遐

⾶
︒︶﹂
の
⼀
句
に
は
︑﹃
易
經
﹄
乾
卦
九
四
⽘
の
﹁
或
は
躍
り
て
淵+に
在
り
︑
咎
な
し
︵
或
躍
在
淵+︑
無
咎
︶﹂
を
通
し
て
︑
こ
う
し
た

個
⼈
に
と
�
て
︑
進
退
ど
ち
ら
に
も
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
時
期
に
︑
君
主
の
才
能
が
あ
る
曹
操
は
︑
臥
⿓
の
よ
う
に
隱
居
せ
ず
︑
逆
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に
頭
⾓
を
現
し
︑
⿓
の
天
を
⾶
ぶ
が
ご
と
く
出
世
し
た
︑
と
描
く
︒
ま
た
︑﹁
神+道+を
運
し
て
以
て
德
を
載
ひ
︑
靈
⾵
に
乘
じ
て
威
を
扇

ぐ
︒﹂︵﹁
運
神+道+以
載
德
︑
乘
靈
⾵
⽽
扇
威
︒﹂︶  

の
⼀
句
に
は
﹃
易
經
﹄﹁
觀
﹂
卦
の
象
辭
﹁
聖
⼈
は
神
道++を
以
て
教
を
設
け
て
︑
天

下
は
服
る
︒﹂︵﹁
聖
⼈
以
神+道+設
教
⽽
天
下
服
﹂︶
の
語
を
踏
ま
え
︑
曹
操
が
聖
⼈
の
よ
う
に
﹁
神
道
﹂
を
通
じ
て
︑
さ
ま
ざ
ま
な
政
策

を
⾏
�
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
︒
次
に
︑
曹
操
の
武
⼒
を
褒
め
て
い
る
部
分
に
は
﹁
三
才++﹂﹁
貞
觀++﹂﹁
⼤
德++﹂
の
語
が
⾒
え
る
︒ 

 

釐
三
才++之
闕
典  
 
 
 
 
 
 

三
才
の
闕
典
を
釐
め
︑ 

啓
天
地
之
禁
闈  

 
 
 
 
 
 
天
地
の
禁
闈
を 

啓
く
︒ 

掃
雲
物
以
貞
觀++  

 
 
 
 
 
 

雲
物
を
掃
つ
て
以
て
貞
觀++し
︑ 

要
萬
途
⽽
來
歸  

 
 
 
 
 
 
萬
途
を
要
し
て
來
歸
せ
し
む
︒ 

…
…

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

丕
⼤
德++以
宏
覆  

 
 
 
 
 
 
⼤
德++を
丕
に
し
て
以
て
宏
く
覆
ひ
︑ 

  

援
⽇
⽉
⽽
⿑
暉  

 
 
 
 
 
 
⽇
⽉
を
援
ひ
て
暉
を
⿑
し
ふ
す
︒ 

 

こ
の
三
つ
の
語
彙
は
︑﹃
易
經
﹄
に
お
い
て
天
地
の
⾄
德
を
表
す
⾔
葉
で
あ
る
︒﹁
三
才
﹂
は
﹁
說
卦
﹂
に
出
典
が
あ
り
︑
天
・
地
・

⼈
の
道
を
代
表
す
る
︒﹁
貞
觀
﹂
と
﹁
⼤
德
﹂
は
︑
天
地
の
道
を
形
容
す
る
⾔
葉
で
あ
り
︑﹁
繫
辭
下
﹂
を
出
典
と
す
る
︵
18
︶︒
本
⽂
の

第
⼀
段
落
で
︑
儒
家
群
經
の
⾸
た
る
﹃
易
經
﹄
を
多
⽤
す
る
こ
と
か
ら
︑
平
素
よ
り
儒
學
を
服
膺
す
る
陸
機
が
︑
曹
操
を
儒
家
的
價
値

觀
に
お
い
て
⾼
く
評
價
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒ 

次
に
︑第
⼆
段
落
に
お
い
て
注
⽬
す
べ
き
は
︑曹
操
が
劉
備
を
征
伐
す
る
前
の
場
⾯
で
︑聖
⼈
孔
⼦
に
關
す
る
典
故
が
多
く
使
わ
れ
︑

劉
備
を
征
伐
す
る
部
分
で
は
︑⻄
周
の
建
國
に
關
す
る
典
故
を
多
⽤
し
て
い
る
︒こ
れ
ら
は
︑曹
操
を
事
實
上
の
皇
帝
と
す
る
こ
と
を
︑

暗
に
正
當
化
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒ 
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ま
ず
︑
第
⼆
段
落
第
⼀
部
分
に
は
﹁
覆
簣
﹂︑﹁
臨
川
の
悲
﹂︵
以
上
﹃
論
語
﹄
⼦
罕
篇
︶︑﹁
梁
⽊
﹂︵﹃
禮
記
﹄
檀
⼸
上
︶︑﹁
税
駕
﹂︵
揚

雄
﹃
法
⾔
﹄︶︑
第
⼆
部
分
冒
頭
に
﹁
斯
武
之
未
喪
﹂︵﹃
論
語
﹄
⼦
罕
篇
︶
な
ど
︑
聖
⼈
孔
⼦
に
關
わ
る
典
故
を
綿
密
に
引
⽤
す
る
︵
19
︶︒ 

 
將
覆
簣++於
浚
⾕  

 
 
 
 
 
 
將
に
簣+を
浚
⾕
に
覆+さ
ん
と
し
︑ 

擠
爲
⼭
乎
九
天  
 
 
 
 
 
 
⼭
を
爲
る
を
九
天
に
擠お

と

す
︒ 

  …
…

 

悟
臨
川
之
有
悲

+
+
+
+
+  

 
 
 
 
 
 
川+に+臨+む
の++悲+し
み++有+る+を
悟
り
︑ 

固
梁
⽊++其
必
顚  

 
 
 
 
 
 
固
よ
り
梁
⽊++其
れ
必
ず
顚
る
︒ 

…
…

 

雖
光
昭
於
曩
載  

 
 
 
 
 
 
曩
載
に
光
昭
す
と
雖
も
︑ 

將
稅
駕++於
此
年  

 
 
 
 
 
 
將
に
此
の
年
に
稅
駕++せ
ん
と
す
︒ 

惟
降
神
之
緜
邈  

 
 
 
 
 
 
惟
れ
神
を
降
す
の
緜
邈
な
る
︑ 

眇
千
載
⽽
遠
期  

 
 
 
 
 
 
千
載
に
眇
か
に
し
て
期
を
遠
く
す
︒
  

信
斯
武
之
未
喪

+
+
+
+
+  

 
 
 
 
 
 
信
に
斯+の+武+の+未+だ+喪+ざ
る++︑ 

膺
靈
符
⽽
在
茲  

 
 
 
 
 
 
靈
符
に
膺
た
り
て
茲
に
在
る
︒ 

 こ
れ
ら
は
︑
曹
操
の
逝
去
を
千
年
に
⼀
度
し
か
現
れ
な
い
聖
⼈
哲
⼈
の
離
世
に
擬
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
こ
の

段
落
に
は
﹁
⼤
命
﹂︑﹁
膺
靈
符
﹂
な
ど
の
語
も
⾒
え
る
︒
曹
操
を
受
命
者
と
し
︑
そ
の
正
統
性
を
も
承
認
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒ 

第
⼆
部
分
に
は
︑
曹
操
の
⻄
征
に
つ
い
て
は
︑﹁
鎬
京
﹂︵﹃
詩
經
﹄
⼤
雅
﹁
⽂
王
有
聲
﹂︶︑﹁
翌
⽇
之
云
瘳
﹂︵﹃
尚
書
﹄﹁
⾦
滕
﹂︶︑﹁
洛
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汭
﹂︵﹃
尚
書
﹄﹁
召
誥
﹂︶︑﹁
⼤
漸
﹂︵﹃
尚
書
﹄﹁
顧
命
﹂︶
と
い
�
た
︵
20
︶︑
周
の
⽂
王
・
武
王
・
周
公
な
ど
の
⻄
周
建
國
に
關
わ
る
典

故
を
⽤
い
て
曹
操
を
⾼
く
評
價
す
る
︒ 

 
踰
鎬
京++⽽
不
豫
           

 
鎬
京++を
踰
え
て
不
豫
な
り
︑ 

臨
渭
濱
⽽
有
疑
 
 
 
 
 
 
 
渭
濱
を
臨
ん
で
疑
ふ
こ
と
有
る
︒ 

冀
翼
⽇
之
云
瘳

+
+
+
+
+ 
 
 
 
 
 
 
翼
⽇++の+云+に+瘳い

へ
ん
こ
と

+
+
+
+を
冀
ふ
も 

彌
四
旬
⽽
成
災
 
 
 
 
 
 
 

四
旬
に
彌
り
て
災
を
成
す
︒ 

…
…

 

次
洛
汭++⽽
⼤
漸++ 
 
 
 
 
 
 

洛
汭++に
次
り
て
⼤
漸++し
︑ 

指
六
軍
⽈
念
哉
 
 
 
 
 
 
 

六
軍
を
指
し
て
⽈
く
 
念
へ
や
と
︒ 

 ﹁
鎬
京
﹂
と
﹁
洛
汭
﹂
は
各
々
周
の
⽂
王
︑
周
公
が
營
造
し
た
都
で
あ
り
︑
病
狀
を
表
す
﹁
翌
⽇
之
云
瘳
﹂
と
﹁
⼤
漸
﹂
は
周
の
武

王
と
康
王
を
描
く
⾔
葉
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
語
彙
の
引
⽤
は
︑
曹
操
本
⼈
が
⽣
前
吐
露
し
た
⽂
王
・
周
公
の
志
に
も
對
應
す
る
︵
21
︶︒
  

曹
操
の
崩
御
は
樊
城
・
襄
陽
で
の
戰
役
の
後
の
こ
と
だ
が
︑
陸
機
は
こ
れ
を
取
ら
な
か
�
た
︒
そ
れ
は
︑
吳
の
遺
⺠
た
ち
か
ら
の
反

駁
を
免
れ
る
た
め
で
あ
ろ
う
︒
⾃
⾝
も
吳
の
出
⾝
者
で
あ
り
な
が
ら
︑
か
つ
て
の
敵
⼈
を
こ
の
よ
う
に
⾼
く
評
價
し
︑
し
か
も
正
統
な

帝
王
と
し
て
稱
讚
す
る
點
か
ら
は
︑
作
者
の
︑
吳
の
遺
⺠
と
し
て
で
は
な
く
︑
晉
の
著
作
郎
と
し
て
の
强
い
意
識
が
看
取
で
き
る
︒
こ

う
し
た
作
者
の
⽴
場
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
⻄
周
の
典
故
を
多
數
引
⽤
し
た
理
由
も
理
解
し
や
す
く
な
る
︒ 

陸
機
は
︑
儒
家
の
聖
⼈
の
よ
う
に
匡
世
救
難
す
る
點
を
以
て
曹
操
を
稱
讚
し
た
︒
こ
れ
は
こ
の
弔
⽂
の
獨
特
な
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
で

は
︑
な
ぜ
匡
世
救
難
に
⾔
及
し
た
の
か
︒
そ
れ
は
陸
機
本
⼈
の
志
で
も
あ
�
た
た
め
で
あ
る
︒
こ
の
弔
⽂
を
作
�
た
⼆
年
後
︑
す
な
わ

ち
⻄
晉
の
永
康
元
年
︵
三
〇
〇
︶
は
︑
洛
陽
の
王
宮
を
め
ぐ
る
⼋
王
の
亂
が
激
動
化
し
た
時
期
で
あ
る
︒
こ
の
三
年
間
︑
陸
機
が
仕
え
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て
い
た
愍
懷
太
⼦
司
⾺
遹
は
賈
后
⼀
派
に
害
さ
れ
︑趙
王
司
⾺
倫
は
賈
后
⼀
族
だ
け
で
は
な
く
︑張
華
︑潘
岳
な
ど
⼤
⾂
を
も
誅
殺
し
︑

ま
た
⿑
王
司
⾺
冏
は
趙
王
倫
を
殺
し
︑
極
め
て
暗
黑
の
混
亂
し
た
時
期
で
あ
�
た
︒﹃
晉
書
﹄
卷
五
⼗
四
陸
機
傳
に
は
︑
次
の
よ
う
な
記

述
が
あ
る
︒ 

 

時
中
國
多
難
︑
顧
榮
・
戴
若
思
等
咸
勸
機
還
吳
︑
機
負
其
才
望
︑
⽽
志
匡
世
難
︑
故
不
從
︒ 

時
に
中
國
に
難
多
く
︑
顧
榮
︑
戴
若
思
等
は
咸
な
機
に
吳
に
還
ら
ん
こ
と
を
勸
む
も
︑
機
は
其
の
才
望
を
負
い
て
︑
志
は
世
難

を
匡
さ
ん
と
し
︑
故
に
從
は
ず
︒
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

︵﹃
晉
書
﹄
卷
五
⼗
四
︑
陸
機
傳
︶ 

 

當
時
︑
陸
機
兄
弟
と
共
に
﹁
南
⾦
﹂
と
呼
ば
れ
た
顧
榮
は
こ
の
混
亂
を
避
け
る
た
め
に
吳
に
戾
�
た
が
︑
世
の
難
を
救
わ
ん
と
す
る

陸
機
は
洛
陽
に
殘
る
こ
と
を
選
擇
し
た
︒
こ
こ
か
ら
彼
の
匡
世
救
難
に
つ
い
て
の
執
念
が
わ
か
る
︒
こ
の
共
通
す
る
價
値
觀
に
よ
り
︑

陸
機
は
曹
操
を
聖
⼈
哲
⼈
と
し
て
扱
�
た
の
で
あ
ろ
う
︒ 

第
⼆
點
は
︑
陸
機
の
⼈
間
と
し
て
の
曹
操
に
對
す
る
感
情
︑
す
な
わ
ち
政
治
家
と
し
て
以
外
に
︑
た
だ
⼀
⼈
の
⼈
間
と
し
て
の
共
感

で
あ
る
︒
⼀
つ
は
親
族
に
對
す
る
親
愛
の
情
で
あ
り
︑
も
う
⼀
つ
は
死
に
對
す
る
哀
傷
で
あ
る
︒ 

前
述
の
通
り
︑﹁
弔
魏
武
帝
⽂
﹂
で
は
曹
操
の
家
族
に
對
す
る
指
⽰
が
細
々
と
し
す
ぎ
る
點
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
︒
た
だ
し
︑
そ
れ
を

述
べ
る
部
分
に
は
︑
實
は
陸
機
⾃
⾝
が
親
族
に
對
す
る
懷
か
し
さ
を
表
現
す
る
場
合
に
よ
く
使
わ
れ
る
語
彙
が
⽤
い
ら
れ
て
い
る
︒
例

と
し
て
︑﹁
婉
孌
﹂︑﹁
綢
繆
﹂︑﹁
纏
綿
﹂
の
連
綿
詞
を
舉
げ
る 

 ︵
序
⽂
︶ 

 
然
⽽
婉
孌++房
闥
之
內
 
 
 
 
 

然
れ
ど
も
房
闥
の
內
に
婉
孌++し
︑ 

綢
繆++家
⼈
之
務
 
 
 
 
 

家
⼈
の
務
め
に
綢
繆
た
る
は
︑ 
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則
幾
乎
密
與
 
 
 
 
 
 
則
ち
密
な
る
に
幾
き
か
︒ 

︵
本
⽂
︶ 

惜
內
顧
之
纏
綿++ 
 
 
 
 
 
 
內
顧
の
纏
綿++を
惜
し
み
︑ 

恨
末
命
之
微
詳
 
 
 
 
 
 
 
末
命
の
微
詳
を
恨
む
︒ 

…
…

 

結
遺
情
之
婉
孌++ 
 
 
 
 
 
 
遺
情
の
婉
孌++た
る
を
結
び
︑ 

何
命
促
⽽
意
⻑
 
 
 
 
 
 
 
何
ぞ
命
の
促
か
に
し
て
意
の
⻑
き
︒ 

 

 
ま
ず
︑﹁
婉
孌
﹂
に
つ
い
て
︑
こ
の
語
彙
は
序
⽂
と
本
⽂
で
⼆
回
使
⽤
さ
れ
る
︒
こ
の
語
は
﹃
詩
經
﹄
⿑
⾵
﹁
甫
⽥
﹂︵
22
︶
を
出
典

と
し
︑
元
來
の
意
味
は
幼
い
⼦
の
美
し
さ
を
形
容
す
る
⾔
葉
で
あ
る
︒
陸
機
の
作
品
中
で
は
︑
よ
く
⾃
⾝
と
兄
弟
に
對
す
る
纏
綿
た
る

思
念
を
表
現
す
る
際
に
⽤
い
ら
れ
る
︒
例
え
ば
︑
陸
機
が
弟
の
陸
雲
に
與
え
た
﹁
於
承
明
作
與
⼠
⿓
﹂
詩
の
中
で
︑
弟
が
⾃
分
を
思
う

綿
密
な
感
情
を
表
現
す
る
︒ 

 

婉
孌++居
⼈
思
 
 
 
 
 
 
 
 
婉
孌++た
り
 
居
⼈
の
思
︑ 

紆
鬱
遊
⼦
情
 
 
 
 
 
 
 
 
紆
鬱
た
り
 
游
⼦
の
情
︒ 

明
發
遺
安
寐
 
 
 
 
 
 
 
 

明
發
ま
で
安
き
寐
を
遺
れ
︑ 

寤
⾔
涕
交
纓
 
 
 
 
 
 
 
 
寤
め
て
⾔
ひ
て
涕
は
纓
に
交
は
る
︒
 
 
 
 
  

︵
陸
機
﹁
於
承
明
作
與
⼠
⿓
﹂︑﹃
⽂
選
﹄
卷
⼆
⼗
四
︶ 

   ま
た
︑
從
兄
の
陸
曄
に
與
え
た
﹁
贈
從
兄
⾞
騎
﹂
詩
の
中
で
は
︑
昔
⼆
⼈
が
故
鄉
で
親
し
く
遊
ん
だ
樣
を
形
容
す
る
︒ 
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髣
髴
⾕
⽔
陽
   

 
 
 
 
 
 
髣
髴
た
り
 
⾕
⽔
の
陽
︑ 

婉
孌++崐
⼭
陰
 
  

 
 
 
 
  

婉
孌++た
り
 
崐
⼭
の
陰
︒ 

營
魄
懷
茲
⼟
 
   

 
 
 
 
 
營
魄
は
茲
の
⼟
を
懷
ひ
︑ 

精
爽
若
⾶
沈
 
   

 
 
 
 
 

精
爽
は
⾶
び
ま
た
沈
む
が
若
し
︒
 
 
 
 
 
 
    

︵
陸
機
﹁
贈
從
兄
⾞
騎
﹂︑﹃
⽂
選
﹄
卷
⼆
⼗
四
︶ 

 さ
ら
に
︑﹁
綢
繆
﹂
の
出
典
は
﹃
詩
經
﹄
唐
⾵
﹁
綢
繆
﹂
で
あ
る
︒
⽑
傳
に
よ
れ
ば
︑
纏
綿
と
し
て
親
密
な
さ
ま
を
⾔
う
⾔
葉
で
あ
る

︵
23
︶︒
陸
機
の
﹁
晉
貞
獻
處
⼠
陸
君
誄
﹂
は
︑﹁
綢
繆
﹂
を
名
詞
と
し
て
⽤
い
︑
幼
い
頃
か
ら
の
兄
弟
た
ち
と
の
親
密
さ
を
懷
か
し
み
︑

悲
し
ん
で
い
る
︒ 

 

兄
弟
之
恩
︑
離
形
合
氣
︒
矧
我
與
君
︑
年
相
亞
逮
︒
綢
繆

‧
‧

之
遊
︑
⾃
曚
及
朗
︒
孩
不
貳
⾳
︑
抱
或
同
襁
︒
撫
髫
竝
育
︑
携
⼿
相
⻑
︒

⾏
焉
⽐
跡
︑
誦
必
共
響
︒ 

兄
弟
の
恩
︑
形
を
離
れ
ど
も
氣
に
合
す
︒
矧
ん
や
我
と
君
と
︑
年
相
ひ
亞
ぎ
て
逮
ぶ
︒
綢
繆++の
遊
︑
曚
き
よ
り
朗
か
な
る
に
及

ぶ
︒
孩
き
に
貳
⾳
に
せ
ず
︑
抱
く
こ
と
或
ひ
は
襁
に
同
く
す
︒
髫
を
撫
で
て
竝
び
に
育
ち
て
︑
⼿
を
携
り
て
相
ひ
⻑
ず
︒
⾏
か

ん
や
跡
に
⽐
ひ
︑
誦
す
れ
ば
必
ず
響
を
共
に
す
︒        

 
 
 
 
 
  

  

 
︵
陸
機
﹁
晉
貞
獻
處
⼠
陸
君
誄
﹂︑﹃
陸
機
集
校
箋
﹄
卷
九
︶ 

 

最
後
の
﹁
纏
綿
﹂
も
陸
機
﹁
贈
馮
⽂
羆
遷
斥
丘
令
﹂
詩
で
友
⼈
の
馮
⽂
羆
と
の
間
の
親
密
な
交
遊
を
形
容
す
る
際
に
使
⽤
さ
れ
た
⾔

葉
で
あ
る
︒   

 

疇
昔
之
遊
 
 
 
   

 
 
 
 
疇
昔
の
遊
は
︑ 
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好
合
纏
綿++ 
 
 
   

 
 
 
 
好
合
す
る
こ
と
纏
綿++た
り
︒ 

 
 
借
⽈
未
洽                  

借
へ
未
だ
洽
か
ら
ず
と
⽈
ふ
も
︑ 

    
亦
既
三
年
 
 
 
 
 
 
 
 
 

亦
た
既
に
三
年
な
り
︒ 

    

居
陪
華
幄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
居
て
は
華
幄
に
陪
り
︑ 

    

出
從
朱
輪
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出
づ
れ
ば
朱
輪
に
從
へ
り
︒ 

⽅
驥
⿑
鑣
 
 
 
   

 
 
 
 
驥
を
⽅
べ
て
鑣
を
⿑
し
ふ
し
︑ 

⽐
迹
同
塵
 
 
 
   
 
 
 
 
迹
を
ベ
て
⽐
塵
を
同
じ
ふ
せ
り
︒
 
 
 
 
 
 
  

︵
陸
機
﹁
贈
馮
⽂
羆
遷
斥
丘
令
﹂︑﹃
⽂
選
﹄
卷
⼆
⼗
四
︶ 

 こ
れ
ら
の
語
彙
が
⽰
す
の
は
︑
陸
機
が
弔
⽂
で
曹
操
の
家
族
に
對
す
る
過
度
の
關
⼼
を
批
評
す
る
際
に
︑
⾃
分
と
親
族
の
間
の
深
情

を
表
現
す
る
の
と
同
じ
⾔
葉
を
使
⽤
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
筆
下
に
は
曹
操
の
こ
と
を
書
き
な
が
ら
︑
遙
か
遠
い
故
鄉
の
親
族
を

懷
か
し
ん
で
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒ 

陸
機
の
詩
賦
に
は
︑
感
傷
的
に
親
族
を
思
う
作
品
が
多
く
あ
り
︑
特
に
家
中
の
⼥
性
を
懷
か
し
ん
だ
﹁
擬
⻘
⻘
河
畔
草
﹂
詩
や
﹁
擬

明
⽉
何
皎
皎
﹂
詩
︑
ま
た
︑
顧
榮
な
ど
友
⼈
の
妻
と
の
間
の
贈
答
の
代
作
な
ど
が
あ
る
︒
こ
れ
よ
り
考
え
れ
ば
︑
陸
機
は
曹
操
の
家
族
︑

特
に
⼥
性
に
對
す
る
關
⼼
に
反
感
を
抱
い
た
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
彼
が
尊
敬
す
る
曹
操
の
よ
う
な
英
雄
で
も
︑
⼰
と
同
じ
よ
う
な
普

通
の
感
情
を
抱
い
て
い
る
こ
と
に
⼈
間
と
し
て
の
親
密
さ
を
抱
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒そ
し
て
︑こ
の
よ
う
な
理
解
が
あ
る
か
ら
こ
そ
︑

曹
操
臨
終
の
悲
哀
に
滿
ち
た
樣
⼦
を
⽣
き
⽣
き
と
表
現
で
き
た
の
で
は
な
い
か
︒ 

 
ま
た
︑
親
族
に
對
す
る
親
愛
の
情
以
外
に
︑
死
に
對
す
る
銳
い
感
覺
も
⼆
⼈
の
共
通
點
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
前
述
の
通
り
︑
陸

機
は
こ
の
弔
⽂
の
序
に
重
要
な
哲
學
的
問
題
を
提
起
し
て
い
た
︒偉
⼤
な
英
雄
も
最
終
的
に
は
亡
く
な
る
と
い
う
⼈
間
の
宿
命
で
あ
る
︒

こ
の
死
に
對
す
る
考
え
は
︑
弔
⽂
の
核
⼼
的
な
問
題
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
︒
陸
機
は
⼈
間
の
死
に
つ
い
て
︑
⼤
量
の
詩
⽂
を
創
作
し

て
い
る
︒
⽂
に
お
い
て
は
︑
⾃
分
の
姉
の
死
を
悼
む
﹁
愍
思
賦
﹂
や
︑
巨
視
的
に
死
に
關
す
る
考
え
を
述
べ
る
﹁
感
丘
賦
﹂﹁
⼤
暮
賦
﹂
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﹁
歎
逝
賦
﹂
な
ど
が
あ
る
︒
ま
た
︑
死
に
關
す
る
詩
も
⼗
數
⾸
あ
る
︒
死
は
陸
機
の
創
作
に
お
い
て
重
要
な
主
題
と
⾔
え
よ
う
︒
中
で

も
﹃
⽂
選
﹄
卷
⼗
六
に
收
め
ら
れ
る
﹁
歎
逝
賦
﹂
は
弔
⽂
の
⼆
年
後
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
時
期
は
前
述
の
如
く
暗
黑
の
時

代
で
あ
�
た
︒﹁
歎
逝
賦
﹂
で
は
︑﹁
死
は
⼈
間
と
し
て
誰
も
免
れ
え
な
い
宿
命
で
あ
る
﹂
と
い
う
考
え
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
︒ 

 

 
 
⽔
閲
川
以
成
川
 
 
 
 
 
 
 
⽔
は
川
を
閲 す

ベ
て
以
て
川
を
成
し
︑ 

⽔
滔
滔
⽽
⽇
度 
  
 
 
 
 
 
⽔
は
滔
滔
と
し
て
⽇
に
度
る
︒ 

世
閲
⼈
⽽
爲
世    
 
 
 
 
 
世
は
⼈
を
閲
べ
て
世
を
爲
し
︑ 

⼈
冉
冉
⽽
⾏
暮    

 
 
 
 
 

⼈
は
冉
冉
と
し
て
⾏
き
暮
す
︒ 

⼈
何
世
⽽
弗
新  

 
 
 
 
 
 

⼈ 

何
の
世
と
し
て
新
た
な
ら
ざ
ら
ん
︑ 

世
何
⼈
之
能
故  

 
 
 
 
 
 
世 

何
の
⼈
と
し
て
能
く
故
な
ら
ん
︒ 

野
每
春
其
必
華
 
 
 
 
 
 
 
野
は
春
每
に
其
れ
必
ず
華
け
ど
も
︑ 

草
無
朝
⽽
遺
露
 
 
 
 
 
 
 
草
は
朝
と
し
て
露
を
遺
す
無
し
︒
 
         

  

︵
陸
機
﹁
歎
逝
賦
﹂︑﹃
⽂
選
﹄
卷
⼗
六
︶ 

 

﹁
弔
魏
武
帝
⽂
﹂
は
個
⼈
の
宿
命
に
對
す
る
傷
懷
で
あ
り
︑﹁
歎
逝
賦
﹂
は
⼈
間
の
宿
命
そ
の
も
の
を
哀
れ
ん
で
い
る
︒
こ
こ
で
注
⽬
す

べ
き
は
﹁
朝
露
﹂
の
イ
メ
Ñ
ジ
で
あ
る
︒
⼈
間
の
壽
命
が
正
に
草
の
上
の
朝
露
の
よ
う
に
短
く
︑
現
れ
て
は
消
え
て
い
く
こ
と
を
描
寫

し
て
い
る
︒
こ
の
﹁
朝
露
﹂
は
︑
陸
機
の
詩
﹁
駕
⾔
出
北
闕
⾏
﹂
中
で
も
使
わ
れ
て
い
る
︒ 

 

⼈
⽣
何
期
促
 
 
 
 
 
 
 
 

⼈
⽣ 

何
ぞ
促
や
か
な
る
を
期
せ
ん
︑ 

忽
如
朝
露
凝
 
 
 
 
 
 
 
 
忽
と
し
て
朝
露
の
凝
る
が
如
し
︒ 

⾟
苦
百
年
間
 
 
 
 
 
 
 
 
⾟
苦
せ
る
 
百
年
の
間
︑ 
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戚
戚
如
履
冰
 
 
 
 
 
 
 
 
戚
戚
と
し
て
 
履
冰
の
如
し
︒ 

仁
智
亦
何
補
 
 
 
 
 
 
 
 
仁
智
も
亦
た
何
を
か
補
は
ん
や
︑ 

遷
化
有
明
徵
 
 
 
 
 
 
 
 

遷
化
す
る
に
明
徵
有
り
︒ 

求
仙
鮮
克
仙
 
 
 
 
 
 
 
 
仙
を
求
る
も
仙
に
克
て
る
は
鮮
く
︑ 

太
虛
安
可
凌
 
 
 
 
 
 
 
 

太
虛 

安
く
に
か
凌
ぐ
べ
け
ん
︒ 

良
會
罄
美
服
     

 
 
 
 
 
良
會
は
美
服
を
罄
く
し
︑ 

對
酒
宴
同
聲
 
 
 
 
 
 
 
 
酒
に
對
し
て
同
聲
を
宴
す
︒
 
 
 
    ︵

陸
機
﹁
駕
⾔
出
北
闕
⾏
﹂︑﹃
陸
機
集
校
箋
﹄
卷
七
︶ 

 こ
の
詩
は
古
詩
を
擬
作
し
た
も
の
で
あ
る
が
︑
結
末
よ
り
宴
會
で
歌
わ
れ
る
歌
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
宴
會
で
死
に
つ
い
て
詠
ず

る
の
は
後
漢
以
來
の
傳
統
で
あ
る
︵
24
︶︒
ま
た
︑﹁
朝
露
﹂
で
壽
命
の
短
さ
を
形
容
す
る
こ
と
も
稀
で
は
な
い
︵
25
︶︒
し
か
し
︑﹁
⾼

堂
に
置
酒
す
る
﹂
と
﹁
酒
に
對
す
る
﹂
と
い
う
表
現
は
︑
有
名
な
曹
操
の
﹁
短
歌
⾏
﹂
の
冒
頭
︑ 

 

對
酒
當
歌
 
 
 
 
 
 
 
 
 
酒
に
對
し
て
當
に
歌
ふ
べ
し
︑ 

⼈
⽣
幾
何
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⼈
⽣
 
幾
何
ぞ
︒ 

譬
如
朝
露
 
 
 
 
 
 
 
 
 
譬
へ
ば
朝
露
の
如
し
︑
  

去
⽇
苦
多
 
 
 
 
 
 
 
 
 
去
り
し
⽇
は
苦
だ
多
し 

︵
曹
操
﹁
短
歌
⾏
﹂︑﹃
⽂
選
﹄
卷
⼆
⼗
七
︶  

を
連
想
さ
せ
る
︒
曹
操
の
詩
も
宴
會
で
唱
わ
れ
た
歌
で
あ
り
︑
か
つ
⼈
間
の
壽
命
は
朝
露
の
よ
う
な
儚
い
も
の
だ
︑
と
感
傷
に
ひ
た
�

て
い
る
︒ 

詩
歌
で
草
の
上
の
朝
露
に
⼈
間
の
命
を
⽐
諭
す
る
作
品
に
は
︑
崔
豹
﹃
古
今
注
﹄
に
引
く
﹁
薤
露
﹂
が
あ
る
︵
26
︶︒﹁
薤
露
﹂
と
﹁
蒿
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⾥
﹂
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
王
公
貴
⼈
と
庶
⼈
に
送
る
挽
歌
で
あ
る
︒
曹
操
も
﹁
蒿
⾥
﹂︑﹁
薤
露
﹂
⼆
⾸
の
挽
歌
を
作
�
た
︒
俞
⼠
玲
が
指
摘

す
る
通
り
︑
曹
操
の
作
品
は
既
に
禮
儀
⽤
の
挽
歌
で
は
な
い
が
︑
王
侯
と
庶
⼈
の
區
別
は
殘
さ
れ
た
︵
27
︶︒﹃
⽂
選
﹄
卷
⼆
⼗
⼋
に
も

陸
機
の
組
詩
﹁
挽
歌
⾏
﹂
三
⾸
が
あ
る
︒
あ
る
王
公
の
死
と
送
葬
の
過
程
を
詳
し
く
描
寫
す
る
作
品
で
︑
そ
の
第
⼀
⾸
の
中
に
﹁
中
闈

且
く
讙
し
く
す
る
勿
れ
︑
我
が
薤
露
の
詩
を
聽
け
︒﹂︵﹁
中
闈
且
勿
讙
︑
聽
我
薤
露
詩
﹂︶
の
⼀
句
が
あ
る
︒
⼆
⼈
の
死
に
對
す
る
感
慨

の
共
通
性
を
︑
こ
の
﹁
朝
露
﹂
と
い
う
⾔
葉
と
挽
歌
の
創
作
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
︒  

 
第
七
節
 
曹
操
に
對
す
る
共
感
と
⽂
學
へ
の
影
響 

 曹
操
に
對
す
る
尊
敬
︑
⼈
間
の
親
愛
の
情
と
死
に
對
す
る
共
鳴
以
外
に
︑
⽂
學
者
曹
操
に
對
し
て
も
︑
陸
機
は
强
い
關
⼼
を
持
�
て

い
た
︒
周
知
の
通
り
︑
曹
操
は
⽂
學
を
提
唱
し
︑
⾃
⾝
も
⼤
量
の
樂
府
を
創
作
し
︑
ま
た
息
⼦
た
ち
や
周
圍
の
⽂
⼈
を
導
い
て
︑
後
世

﹁
建
安
の
⾵
⾻
﹂
と
呼
ば
れ
た
︒
現
存
す
る
曹
操
の
作
品
は
主
に
樂
府
で
あ
り
︑
王
沈
﹃
魏
書
﹄
や
曹
植
﹁
魏
武
帝
哀
策
⽂
﹂
な
ど
で
︑

彼
の
樂
府
創
作
が
稱
讚
さ
れ
て
い
る
︒
既
に
先
⾏
硏
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
⽂
學
の
主
流
で
は
な
か
�
た
樂
府
に
曹
操
は
⾃

ら
名
づ
け
︑
先
秦
の
典
故
を
多
⽤
し
て
︑
⾃
ら
の
政
治
へ
の
思
い
を
吐
露
し
た
︵
28
︶︒
陸
機
も
ま
た
樂
府
を
⼤
量
に
制
作
し
た
︒
陸

機
の
作
品
で
﹃
⽂
選
﹄
に
最
も
多
く
收
錄
さ
れ
て
い
る
の
は
樂
府
で
あ
る
︒
先
⾏
硏
究
に
よ
れ
ば
︑
陸
機
の
樂
府
は
⻄
晉
に
仕
え
︑
宮

廷
の
樂
府
を
聞
い
て
作
�
た
も
の
で
あ
る
︒
中
で
も
魏
の
三
祖
の
﹁
清
商
三
調
﹂
が
多
く
︑
⽞
學
が
流
⾏
す
る
時
代
に
⾃
⾝
の
功
名
⼼

を
詠
ず
る
作
品
が
多
い
と
い
う
︵
29
︶︒
陸
機
に
こ
の
經
世
濟
⺠
の
志
が
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
前
節
で
論
じ
た
通
り
︑﹁
弔
魏
武
帝
⽂
﹂
に

お
い
て
曹
操
の
經
世
濟
⺠
の
⾯
を
稱
讚
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒ 

﹁
弔
魏
武
帝
⽂
﹂
の
中
で
︑
陸
機
は
曹
操
の
死
後
に
妓
⼈
た
ち
が
銅
雀
臺
で
樂
府
を
演
奏
す
る
こ
と
に
つ
い
て
︑
本
⽂
の
最
終
段
落

で
最
も
多
く
の
筆
墨
を
使
�
て
い
る
︒
こ
れ
も
陸
機
が
曹
操
の
樂
府
に
注
⽬
し
て
い
た
證
で
あ
ろ
う
︒
曹
操
は
⽂
⼈
に
よ
る
樂
府
創
作

の
提
唱
者
で
あ
�
た
か
ら
︑
樂
府
を
學
ぶ
者
は
必
ず
彼
の
樂
府
に
觸
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
陸
機
は
吳
を
去
�
て
上
洛
し
た
が
︑
周
圍
の

中
原
⼠
⼈
か
ら
し
ば
し
ば
蔑
視
さ
れ
た
︵
30
︶︒
こ
れ
は
宦
官
の
家
柄
の
出
で
あ
る
曹
操
の
⽴
場
と
近
似
し
て
い
る
︒
中
原
の
⽂
⼈
を

壓
倒
す
る
た
め
に
︑
か
つ
て
中
原
の
⼠
族
に
君
臨
し
た
曹
操
の
樂
府
を
學
び
︑
さ
ら
に
超
越
す
る
こ
と
で
︑
⾃
⾝
の
誇
り
を
保
と
う
と
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し
た
の
で
は
な
い
か
︒ 

ま
た
︑
曹
操
と
陸
機
は
と
も
に
武
⼈
と
⽂
⼈
の
兩
⾯
を
持
つ
⼈
物
で
あ
�
た
︒
陸
機
は
將
⾨
の
出
⾝
で
あ
る
こ
と
を
誇
り
と
し
︑
⾃

⾝
も
將
軍
に
な
る
志
を
强
く
持
�
て
い
た
︒
弔
⽂
で
は
曹
操
の
軍
事
的
才
能
を
稱
え
て
お
り
︑
ま
た
曹
操
の
樂
府
の
中
で
は
從
軍
詩
を

直
接
的
に
模
倣
し
て
い
る
︒
陸
機
の
從
軍
を
題
材
と
す
る
樂
府
に
は
﹁
從
軍
⾏
﹂﹁
苦
寒
⾏
﹂﹁
飲
⾺
⻑
城
窟
⾏
﹂
な
ど
が
あ
る
︒
そ
の

中
で
も
注
⽬
す
べ
き
は
﹁
苦
寒
⾏
﹂︵
31
︶
で
あ
る
︒
曹
操
に
も
﹁
苦
寒
⾏
﹂︵
32
︶
が
あ
り
︑
先
⾏
硏
究
に
よ
れ
ば
曹
操
が
建
安
⼗
⼀

年
に
⾼
幹
を
討
伐
す
る
際
に
作
�
た
作
品
で
あ
る
︒
全
詩
の
構
成
は
︑
ま
ず
⾏
先
を
⽰
し
︑
そ
の
環
境
の
艱
苦
を
歎
く
︒
次
に
︑
道
中

の
⾃
然
環
境
を
描
寫
し
︑
次
に
動
物
を
描
き
︑
ま
た
周
圍
の
環
境
描
寫
に
戾
り
︑
征
途
に
お
け
る
主
⼈
公
の
歸
鄕
の
願
い
を
述
べ
︑
そ

の
願
望
と
全
く
對
照
で
あ
る
艱
苦
な
現
狀
を
多
⾓
的
に
描
寫
す
る
︒
最
後
に
周
公
の
東
征
を
描
く
﹁
東
⼭
﹂
詩
に
⾔
及
す
る
こ
と
で
︑

征
伐
の
正
義
性
と
詩
作
の
﹃
詩
經
﹄
に
則
る
正
統
性
と
を
共
に
⽰
し
て
い
る
︒ 

陸
機
の
﹁
苦
寒
⾏
﹂
の
構
成
と
主
題
は
︑
曹
操
の
作
品
を
踏
ま
え
て
い
る
︒
道
中
の
動
物
を
描
寫
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
曹
操
作
品
と

同
じ
で
︑
そ
の
後
は
周
圍
の
環
境
描
寫
に
戾
ら
ず
︑
艱
苦
な
現
狀
の
描
寫
と
︑
主
⼈
公
の
歸
鄉
願
望
を
述
べ
︑
最
後
に
モ
デ
ル
と
し
た

曹
操
の
﹁
苦
寒
⾏
﹂
を
巧
み
に
提
起
す
る
︒
兩
詩
と
も
現
實
の
描
寫
を
重
視
し
︑
經
典
の
引
⽤
は
殆
ど
な
い
︒ 

ま
た
︑
前
節
に
⾔
及
し
た
曹
操
﹁
短
歌
⾏
﹂
に
も
︑
陸
機
の
擬
作
が
あ
る
︒︵︿ 

﹀
內
は
出
典
︶ 

  

置
酒
⾼
堂
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⾼
堂
に
置
酒
し
︑  

 
 
  

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
︿
阮
瑜
﹁
雜
詩
﹂﹀ 

悲
歌
臨
觴
 
 
 
 
 
 
 
 
 
悲
歌
し
て
觴
に
臨
む
︒
 
  

  

︿﹃
史
記
﹄
項
⽻
本
紀
︑
曹
植
﹁
陳
審
舉
表
﹂﹀ 

⼈
壽
幾
何
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⼈
の
壽
は
幾
何
ぞ
︑
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
︿﹃
左
傳
﹄
襄
公
⼋
年
﹀ 

逝
如
朝
霜
 
 
 
 
 
 
 
 
 

逝
く
こ
と
は
朝
霜
の
如
し
︒
  

 
 
 
 
 
  

 
 
 
︿
曹
植
﹁
送
應
⽒
詩
﹂﹀ 

時
無
重
⾄                  

時
は
重
ね
て
⾄
る
こ
と
無
く
︑                      

︿﹃
漢
書
﹄
蒯
通
傳
﹀ 

華
不
再
陽
 
 
 
 
 
 
 
 
 

華
は
再
た
び
陽
か
ず
︒
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︿
曹
丕
﹁
丹
霞
蔽
⽇
⾏
﹂﹀ 

蘋
以
春
暉
 
 
 
 
 
 
 
 
 
蘋
は
春
を
以
て
暉
き
︑
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︿﹃
禮
記
﹄
⽉
令
﹀ 

蘭
以
秋
芳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
蘭
は
秋
を
以
て
芳
し
︒
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︿﹃
楚
辭
﹄
九
歌
︑﹁
少
司
命
﹂﹀ 
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來
⽇
苦
短
 
 
 
 
 
 
 
 
 
來
た
る
⽇
は
苦
に
短
く
︑
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
︿
曹
植
﹁
善
哉
⾏
﹂﹀ 

去
⽇
苦
⻑
 
 
 
 
 
 
 
 
 
去
ぎ
し
⽇
は
苦
に
⻑
し
︒
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
︿
曹
操
﹁
短
歌
⾏
﹂﹀ 

今
我
不
樂
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今
我
樂
し
ま
ず
ん
ば
︑
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
︿
唐
⾵
﹁
蟋
蟀
﹂﹀ 

蟋
蟀
在
房
 
 
 
 
 
 
 
 
 
蟋
蟀
房
に
在
ら
ん
︒
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
︿
唐
⾵
﹁
蟋
蟀
﹂﹀ 

樂
以
會
興                  

樂
し
み
は
會
を
以
て
興
り
︑ 

悲
以
別
章                  

悲
し
み
は
別
を
以
て
章
し
︒ 

豈
⽈
無
感                  

豈
感
無
し
と
⽈
は
ん
や
︑ 

憂
爲
⼦
忘                  

憂
ひ
は
⼦
が
爲
に
忘
ら
る
︒ 

我
酒
既
旨
 
 
 
 
 
 
 
 
 
我
が
酒
は
既
に
旨
く
︑
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

︿
⼩
雅
﹁
頍
辨
﹂﹀ 

我
餚
既
臧
 
 
 
 
 
 
 
 
 
我
が
餚
は
既
に
臧
し
︒
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

︿
⼩
雅
﹁
頍
辨
﹂﹀ 

短
歌
有
詠
 
 
 
 
 
 
 
 
 
短
歌
を
ば
詠
ず
る
有
り
て
︑
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

⻑
夜
無
荒
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⻑
夜
に
し
て
荒
き
こ
と
無
け
ん
︒
 
 
 
 
 
 
      

  

︿
唐
⾵
﹁
蟋
蟀
﹂﹀ 

(

陸
機
﹁
短
歌
⾏
﹂︑﹃
⽂
選
﹄
卷
⼆
⼗
⼋)  

 出
發
點
は
曹
操
と
同
じ
よ
う
に
⼈
間
の
壽
命
の
短
さ
に
對
す
る
歎
息
で
あ
る
が
︑
歸
結
は
全
く
異
な
る
︒
曹
操
は
周
公
の
志
を
述
べ

る
が
︑
陸
機
は
努
⼒
し
て
歡
樂
す
べ
き
こ
と
を
⾔
う
︒
兩
者
の
共
通
點
は
︑
典
故
を
使
う
際
︑
儒
家
の
經
典
を
多
く
引
⽤
し
︑
ま
た
そ

れ
以
外
の
樣
々
な
書
物
を
も
引
⽤
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
曹
操
は
﹃
左
傳
﹄﹃
⽑
詩
﹄﹃
⾵
俗
通
﹄﹃
韓
詩
外
傳
﹄
ま
た
は
﹃
史
記
﹄﹃
管
⼦
﹄

な
ど
引
⽤
し
て
い
る
︒
陸
機
の
﹁
短
歌
⾏
﹂
も
﹃
左
傳
﹄﹃
⽑
詩
﹄﹃
論
語
﹄﹃
史
記
﹄︑
曹
植
・
阮
瑜
の
詩
な
ど
を
引
⽤
す
る
︑
特
に
兩

者
は
﹃
⽑
詩
﹄
の
原
⽂
を
そ
の
ま
ま
引
⽤
す
る
所
が
あ
る
︒
曹
操
が
儒
家
經
典
を
多
⽤
し
︑
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
先

⾏
硏
究
で
既
に
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
︵
33
︶︒
こ
の
よ
う
な
書
き
⽅
︵
34
︶
は
︑
賦
な
ど
⽂
體
に
既
に
⾏
わ
れ
て
い
た
が
︑
⽂
⼈
に

よ
る
詩
歌
で
︑
後
漢
末
期
に
そ
の
⾵
潮
を
導
い
た
の
は
︑
曹
操
で
あ
る
︒
そ
し
て
曹
⼀
族
以
外
で
彼
の
樂
府
を
主
題
と
出
典
ま
で
を
踏

襲
し
た
⼈
物
は
︑
陸
機
以
前
に
は
い
な
か
�
た
︒
曹
操
の
樂
府
の
繼
承
は
︑
彼
に
憧
れ
︑
共
感
し
た
︑
陸
機
の
創
始
に
よ
る
も
の
な
の
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で
あ
る
︒ 

以
上
を
要
す
る
に
︑
陸
機
﹁
弔
魏
武
帝
⽂
﹂
は
︑
四
條
の
遺
令
と
︑
曹
操
の
偉
⼤
さ
と
︑
死
を
⽬
の
前
に
し
た
ひ
と
り
の
⼈
間
と
し

て
の
凡
庸
さ
と
普
遍
性
が
共
に
書
か
れ
て
い
る
︒
し
か
し
陸
機
が
眞
に
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
は
︑
單
に
批
判
と
稱
讚
を
竝
べ
て
い
る

の
で
は
な
く
︑
意
圖
的
に
こ
れ
ら
を
織
り
交
ぜ
對
⽐
さ
せ
る
こ
と
に
よ
�
て
︑
曹
操
に
對
す
る
感
傷
を
よ
り
强
く
表
現
し
よ
う
と
し
た

と
考
え
ら
れ
る
︒
す
な
わ
ち
個
⼈
の
偉
⼤
さ
と
︑
死
と
い
う
萬
物
の
宿
命
に
直
⾯
し
た
際
に
發
し
た
普
遍
的
な
⾔
葉
と
の
落
差
に
よ
�

て
︑
よ
り
⼀
層
の
悲
哀
を
⽣
じ
さ
せ
た
か
�
た
の
で
あ
る
︒ 

か
か
る
褒
貶
を
兼
ね
る
書
き
⽅
は
︑
弔
⽂
と
い
う
⽂
體
の
性
質
や
前
⼈
の
作
品
に
則
�
た
も
の
で
あ
り
︑
し
か
も
陸
機
の
﹁
傷
懷
﹂

を
强
調
す
る
効
果
も
充
分
に
發
揮
さ
れ
て
い
る
︒
陸
機
が
曹
操
の
軍
事
的
才
能
と
匡
世
救
難
の
志
を
稱
讚
す
る
の
は
そ
れ
が
彼
⾃
⾝
の

願
望
で
あ
�
た
か
ら
で
あ
る
︒
ま
た
︑
曹
操
の
家
族
に
戀
戀
と
す
る
臨
終
を
描
寫
す
る
際
に
は
︑
⾃
⾝
の
親
族
兄
弟
へ
の
思
い
を
綴
る

語
彙
を
使
⽤
し
て
い
る
︒
こ
の
弔
⽂
は
陸
機
の
曹
操
に
對
す
る
憧
憬
と
共
感
に
溢
れ
て
お
り
︑
そ
れ
が
創
作
の
動
機
と
な
�
た
の
で
あ

る
︒
陸
機
に
と
�
て
曹
操
は
︑
弔
⽂
だ
け
で
な
く
︑
樂
府
に
も
影
響
を
與
え
る
⼤
き
な
存
在
で
あ
�
た
︒
陸
機
の
⽂
學
の
根
底
に
は
︑

こ
う
し
た
⼈
間
本
來
の
姿
へ
の
深
い
共
感
が
あ
�
た
の
で
あ
る
︒ 

 
  

︻
注
︼ 

︵
１
︶
 

章
太
炎
﹃
菿
漢
三
⾔
﹄︵
遼
寧
教
育
出
版
社
︑
⼆
〇
〇
〇
年
︑
⼀
五
六
⾴
︶︑
⿈
侃
﹃
⽂
選
平
點
﹄︵
中
華
書
局
︑
⼆
〇
〇
六
年
︑

六
四
九
⾴
︶ 

︑
但
濤
の
說
は
上
掲
章
太
炎
著
書
︑
第
⼀
五
六
⾴
を
參
照
︒
⽮
嶋
美
都
⼦
﹁
陸
機
の
﹁
魏
の
武
帝
を
弔
う
⽂
﹂―

―

曹
操
の
遺
⾔
を
め
ぐ
�
て―

―

﹂︵﹃
あ
あ
哀
し
い
か
な―

死
と
向
き
合
う
中
國
⽂
學
﹄︑汲
古
書
院
︑⼆
〇
〇
⼆
年
︑⼆
三
⾴
︶︑

渡
邉
義
浩
﹁
陸
機
の
君
主
觀
と
弔
魏
武
帝
⽂
﹂︵﹃
⻄
晉
﹁
儒
教
國
家
﹂
と
貴
族
制
﹄︑
汲
古
書
院
︑
⼆
〇
⼀
〇
年
︑
三
九
⼆
⾴
︶

を
參
照
︒ 

︵
２
︶
 

陳
世
驤
﹁
陸
機
の
⽣
涯
と
⽂
賦
製
作
の
正
確
年
代
﹂︵
京
都
⼤
學
中
國
⽂
學
會
﹃
中
國
⽂
學
報
﹄
第
⼋
册
︑
⼀
九
五
⼋
年
︑
⼀

海
知
義
譯
︑
六
⼀
⾴
︶︵
初
出
は
﹁Lu C

hi's Life and C
orrect D

ate of his 

﹃Essay on Literature

﹄﹂︑﹃Literature A
s 

Light A
gainst D

arkness

﹄︑N
ational Peking U

niversity Sem
i -C

entennial Papers

︑
⼀
九
四
⼋
年
︶︑
俞
⼠
玲
﹃
陸
機



 94 

陸
雲
年
譜
﹄︵
⼈
⺠
⽂
學
出
版
社
︑
⼆
〇
〇
九
年
︑
⼀
四
⼋
⾴
︶
を
參
照
︒ 

︵
３
︶  

郭
預
衡
﹃
中
國
散
⽂
史
﹄︵
上
海
古
籍
出
版
社
︑
⼆
〇
〇
〇
年
︑
三
七
⼋
⾴
︶︑
⾼
橋
和
⺒
﹁
陸
機
の
傳
記
と
そ
の
⽂
學
︵
上
︶﹂

︵
京
都
⼤
學
中
國
⽂
學
會
﹃
中
國
⽂
學
報
﹄
第
⼗
⼀
册
︑
⼀
九
五
九
年
︑
四
⼆
⾴
︶︑
佐
藤
利
⾏
﹁
陸
機
弔
魏
武
帝
⽂
に
つ
い
て
﹂

︵
安
⽥
⼥
⼦
⼤
學
中
國
⽂
學
硏
究
會
﹃
中
國
學
論
集
﹄
第
⼗
三
號
︑
⼀
九
九
六
年
︑
⼗
六
⾴
︶
を
參
照
︒  

︵
４
︶
 
仙
⽯
知
⼦
﹃﹁
三
國
志
﹂
の
⼥
性
た
ち
﹄︵
⼭
川
出
版
社
︑
⼆
〇
⼀
〇
年
︑
⼀
四
三
⾴
︶
を
參
照
︒ 

︵
５
︶
 
嚴
可
均
﹃
全
上
古
秦
漢
三
國
六
朝
⽂
﹄︵
中
華
書
局
︑
⼀
九
五
⼋
年
︶︒
所
出
に
つ
い
て
︑
前
掲
渡
邉
義
浩
と
仙
⽯
知
⼦
著
書

を
參
照
︒   

︵
６
︶
 

前
揭
渡
邉
義
浩
︑
仙
⽯
知
⼦
の
論
⽂
で
は
︑
こ
の
﹁
四
⼦
﹂
を
曹
丕
︑
曹
植
︑
曹
彰
︑
曹
彪
と
認
定
し
た
上
で
︑
曹
操
が
洛

陽
で
崩
御
し
た
當
時
︑曹
丕
と
曹
彰
は
洛
陽
に
い
な
か
�
た
と
い
う
理
由
で
︑こ
の
遺
令
を
僞
作
と
⾒
做
し
て
い
る
︒し
か
し
︑

﹃
⽂
選
﹄
李
善
注
に
﹁
然
太
祖
⼦
尚
在
者
有
⼗
⼀
⼈
︑
今
唯
四
⼦
者
︑
蓋
太
祖
崩
時
︑
四
⼦
在
側
︒
史
記
不
⾔
︑
難
以
定
其
名

也
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
史
料
不
⾜
の
た
め
﹁
四
⼦
﹂
を
具
體
的
に
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
︒
朱
曉
海
﹁
⽂
選
・
弔
魏
武
帝
⽂

竝
序
今
本
善
注
補
正
﹂︵
中
國
⽂
選
學
硏
究
會
・
河
南
科
技
學
院
中
⽂
系
編
﹃
中
國
⽂
選
學
﹄︑
學
苑
出
版
社
︑
⼆
〇
〇
七
年
︶

は
︑﹃
三
國
志
﹄
卷
⼆
⼗
魏
書
趙
王
幹
傳
の
裴
松
之
注
所
引
﹃
魏
略
﹄
に
﹁
太
祖
疾
困
︑
遺
令
語
太
⼦
︑﹁
此
兒
三
歲
亡
⺟
︑
五

歲
失
⽗
︑
以
累
汝
也
﹂﹂
と
の
遺
令
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
こ
の
﹁
以
累
汝
﹂
の
三
⽂
字
が
弔
⽂
序
と
合
致
し
て
い
る

こ
と
も
注
⽬
に
値
す
る
︒ 

︵
７
︶  

そ
の
原
⽂
は
次
の
通
り
︒﹁
弔
者
︑
⾄
也
︒
詩
云
﹁
神
之
弔
矣
﹂︑
⾔
神
⾄
也
︒
君
⼦
令
終
定
謚
︑
事
極
理
哀
︑
故
賓
之
慰
主
︑

以
⾄
到
爲
⾔
也
︒
﹂
と
︒ 

︵
８
︶
 

﹃
⽂
⼼
雕
⿓
﹄
哀
弔
篇
に
は
﹁
敏
於
致
詰
︑
然
影
附
賈
⽒
﹂
と
評
す
る
︒ 

︵
9
︶ 

﹃
⽂
⼼
雕
⿓
﹄
哀
弔
篇
に
は
﹁
褒
⽽
無
間
﹂
と
評
す
る
︒ 

︵
10
︶ 

﹃
⽂
⼼
雕
⿓
﹄
哀
弔
篇
に
は
﹁
譏
呵
實
⼯
﹂
と
評
す
る
︒ 

︵
11
︶
 

賈
誼
の
序
に
つ
い
て
︑
牧
⾓
悅
⼦
﹁
賈
誼
の
賦
を
め
ぐ
�
て
﹂︵﹃
⽇
本
中
國
學
會
報
﹄
第
六
⼗
七
集
︑
⼆
〇
⼀
五
年
︑
三
五

⾴
︶
は
︑﹁
こ
の
賦
の
背
景
に
賈
誼
の
現
實
世
界
で
の
失
意
を
强
調
し
た
の
は
﹃
史
記
﹄
編
者
の
意
圖
﹂
だ
と
指
摘
す
る
︒
そ
れ
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が
賈
誼
本
⼈
に
よ
る
も
の
か
否
か
を
問
わ
ず
︑
陸
機
の
模
倣
し
た
テ
キ
ス
ト
が
序
⽂
の
中
で
創
作
背
景
を
述
べ
る
も
の
で
あ
�

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
ま
た
︑
揚
雄
の
⾃
序
に
つ
い
て
は
︑
嘉
瀨
達
男
﹁﹃
漢
書
﹄
揚
雄
傳
所
收
﹁
揚
雄
⾃
序
﹂
を
め
ぐ
�
て
﹂

︵
⽴
命
館
⼤
學
中
國
藝
⽂
硏
究
會
﹃
學
林
﹄
⼆
⼋
・
⼆
九
合
併
號
︑
⼀
九
九
⼋
年
︶
を
參
照
︒ 

︵
12
︶
 

李
善
は
作
品
名
を
﹁
釋
愁
﹂
に
誤
る
︒ 

︵
13
︶
 
例
え
ば
︑﹃
後
漢
書
﹄
卷
六
⼗
七
李
膺
傳
に
﹁
初
︑
曹
操
微
時
︑︵
李
︶
瓚
異
其
才
︑
將
沒
︑
謂
⼦
宣
等
⽈
︑﹁
時
將
亂
矣
︑
天

下
英
雄
無
過
曹
操
﹂﹂
が
あ
る
︒
同
卷
何
顒
傳
に
﹁
初
︑︵
何
︶
顒
⾒
曹
操
︑
歎
⽈
︑﹁
漢
家
將
亡
︑
安
天
下
者
必
此
⼈
也
﹂﹂
ま

た
同
書
卷
六
⼗
⼋
許
劭
傳
に
﹁︵
劭
︶
⽈
︑﹁
君
清
平
之
姦
賊
︑
亂
世
之
英
雄
﹂
な
ど
が
あ
る
︒ 

︵
14
︶  

例
え
ば
︑﹃
三
國
志
﹄
卷
⼗
四
魏
書
郭
嘉
傳
の
裴
松
之
引
﹃
傅
⼦
﹄
に
︑
郭
嘉
が
曹
操
・
袁
紹
を
⽐
較
し
て
︑
曹
操
が
﹁
道

勝
﹂﹁
義
勝
﹂﹁
治
勝
﹂﹁
度
勝
﹂﹁
謀
勝
﹂﹁
德
勝
﹂﹁
仁
勝
﹂﹁
明
勝
﹂﹁
⽂
勝
﹂﹁
武
勝
﹂
で
あ
る
と
評
す
る
︒ 

︵
15
︶
 

﹃
三
國
志
﹄
卷
⼀
魏
書
武
帝
志
の
裴
松
之
引
﹃
魏
書
﹄
に
︑﹁
太
祖
⾃
統
御
海
內
︑
芟
夷
羣
醜
︑
其
⾏
軍
⽤
師
︑
⼤
較
依
孫
吳

之
法
︑
⽽
因
事
設
奇
︑
譎
敵
制
勝
︑
變
化
如
神
︒…

…

故
每
戰
必
克
︑
軍
無
幸
勝
︒
知
⼈
善
察
︑
難
眩
以
僞
︑
拔
于
禁
・
樂
進

於
⾏
陣
之
間
︑
取
張
遼
・
徐
晃
於
亡
虜
之
內
︑
皆
佐
命
⽴
功
︑
列
爲
名
將
︒
其
餘
拔
出
細
微
︑
登
爲
牧
守
者
︑
不
可
勝
數
︒﹂
が

あ
る
︒
ま
た
︑﹃
三
國
志
﹄
卷
⼀
魏
書
武
帝
志
に
︑
陳
壽
が
最
後
に
︑﹁
漢
末
天
下
⼤
亂
︑
雄
豪
竝
起
︑
⽽
袁
紹
⻁
眎
四
州
︑
彊

盛
莫
敵
︒
太
祖
運
籌
演
謀
︑
鞭
撻
宇
內
︑
擥
申
・
商
之
法
術
︑
該
韓
・
⽩
之
奇
策
︑
官
⽅
授
材
︑
各
因
其
器
︑
矯
情
任
筭
︑
不

念
舊
惡
︑
終
能
總
御
皇
機
︑
克
成
洪
業
者
︑
惟
其
明
略
最
優
也
︒
抑
可
謂
⾮
常
之
⼈
︑
超
世
之
傑
矣
︒﹂
と
評
す
る
︒ 

︵
16
︶ 

﹃
三
國
志
﹄
卷
五
⼗
七
吳
書
虞
翻
傳
の
裴
松
之
注
所
引
﹃
吳
書
﹄
に
︑﹁
翻
聞
曹
公
辟
︑
⽈
︑
盜
蹠
欲
以
餘
財
汚
良
家
邪
﹂
と

あ
る
︒  

︵
17
︶  

﹃
舊
唐
書
﹄
卷
四
⼗
六
經
籍
志
に
﹁﹃
曹
瞞
傳
﹄
⼀
卷
︑
吳
⼈
作
﹂
と
あ
る
︒﹃
三
國
志
﹄
卷
⼀
魏
書
武
帝
志
の
裴
松
之
引
﹃
曹

瞞
傳
﹄
に
︑﹁
常
討
賊
︑
廩
穀
不
⾜
︑
私
謂
主
者
⽈
︑﹁
如
何
︒﹂
主
者
⽈
︑﹁
可
以
⼩
斛
以
⾜
之
︒﹂
太
祖
⽈
︑﹁
善
︒﹂
後
軍
中
⾔

太
祖
欺
衆
︑
太
祖
謂
主
者
⽈
︑﹁
特
當
借
君
死
以
猒
衆
︑
不
然
事
不
解
︒
﹂
乃
斬
之
︑
取
⾸
題
徇
⽈
︑﹁
⾏
⼩
斛
︑
盜
官
穀
︑
斬

之
軍
⾨
︒
﹂
其
酷
虐
變
詐
︑
皆
此
之
類
也
﹂
と
あ
る
︒ 
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︵
18
︶  

﹃
周
易
﹄﹁
說
卦
﹂
に
﹁
是
以
⽴
天
之
道
︑…

…

⽴
地
之
道
︑…

…

⽴
⼈
之
道…

…

兼
三
才++⽽
兩
之
︑
故
﹃
易
﹄
六
畫
⽽
成

卦
﹂︑﹁
繫
辭
下
﹂
に
﹁
天
地
之
道
︑
貞
觀++者
也
﹂︑
ま
た
﹁
天
地
之
⼤
德++⽈
⽣
︑
聖
⼈
之
⼤
寶
⽈
位
﹂
が
あ
る
︒ 

︵
19
︶
 

﹃
論
語
﹄
⼦
罕
篇
に
﹁
⼦
⽈
︑﹁
譬
如
爲
⼭+︑
未
成
⼀
簣+︑
⽌
︑
吾
⽌
也
︒
譬
如
平
地
︑
雖
覆
⼀
簣

‧

︑
進
︑
吾
往
也
﹂︑﹁
⼦
在

川
上
⽈
︑﹁
逝
者
如
斯
夫
︑
不
舍
晝
夜
﹂﹂︑﹁
⼦
畏
於
匡
︑
⽈
︑﹁
⽂
王
既
没
︑
⽂
不
在
兹
乎
︒
天
之
將
喪
斯
⽂
也

+
+
+
+
+
+
+︑

後
死
者
不
得

與
於
斯
⽂
也
︒
天
之
未
喪
斯
⽂
也

+
+
+
+
+
+
+︑
匡
⼈
其
如
何
﹂﹂
と
あ
る
︒
ま
た
﹃
禮
記
﹄
檀
⼸
上
に
﹁
孔
⼦
蚤
作
︑
負
⼿
曳
杖
︑
消
搖
於

⾨
︑
歌
⽈
︑﹁
泰
⼭
其
頹
乎
︒
梁
⽊

‧
‧

其
壞
乎
︒
哲
⼈
其
萎
乎
﹂︑
揚
雄
﹃
法
⾔
﹄
卷
⼀
﹁
天
之
道
︑
不
在
仲
尼
乎
︒
仲
尼
駕
說++者

也
︑
不
在
茲
儒
乎
﹂
と
あ
る
︒ 

︵
20
︶ 

﹃
詩
經
﹄
⼤
雅
﹁
⽂
王
有
聲
﹂
に
﹁
考
⼘
維
王
︑
宅
是
鎬
京++︒
維
⿔
正
之
︑
武
王
成
之
﹂︑﹃
尚
書
﹄﹁
⾦
滕
﹂
に
﹁
既
克
商
⼆

年
︑
王
有
疾
︑
弗
豫
︒
⼆
公
⽈
︑﹁
我
其
爲
王
穆
⼘
︒﹂…

…

公
歸
︑
乃
納
册
于
⾦
滕
之
匱
中
︒
王
翼
⽇
乃
瘳

+
+
+
+﹂﹃

尚
書
﹄﹁
召
誥
﹂

に
﹁
惟
太
保
先
周
公
相
宅
︑
越
若
來
三
⽉
︑
惟
丙
午
朏
︒
越
三
⽇
戊
申
︑
太
保
朝
⾄
於
洛
︑
⼘
宅
︒
厥
既
得
⼘
︑
則
經
營
︒
越

三
⽇
庚
戌
︑
太
保
乃
以
庶
殷
攻
位
于
洛
汭++﹂︑
と
あ
る
︒ 

︵
21
︶ 

曹
操
﹁
讓
縣
⾃
明
本
志
令
﹂︵﹃
三
國
志
﹄
卷
⼀
魏
書
武
帝
志
︶﹁﹃
論
語
﹄
云
︑﹁
三
分
天
下
︑
有
其
⼆
︑
以
服
事
殷
︑
周
之
德

可
謂
⾄
德
矣
﹂︒…
…

所
以
勤
勤
懇
懇
︑
敘
⼼
腹
者
︑
⾒
周
公
有
﹁
⾦
滕
﹂
之
書
以
⾃
明
︑
恐
⼈
不
信
之
故
﹂︑
ま
た
曹
操
﹁
短

歌
⾏
﹂︵﹃
宋
書
﹄
卷
⼆
⼗
⼀
樂
志
︶﹁
周
⻄
伯
昌
︑
懷
此
聖
德
︒
三
分
天
下
︑
⽽
有
其
⼆
︒
修
奉
貢
獻
︑
⾂
節
不
墜
﹂
が
あ
る
︒ 

︵
22
︶ 

﹃
詩
經
﹄
⿑
⾵
﹁
甫
⽥
﹂﹁
婉
兮
孌
兮
︑
總
⾓
丱
兮
︒
未
幾
⾒
兮
︑
突
⽽
辨
兮
﹂︑
鄭
⽞
注
に
﹁
婉
孌
︑
少
好
貌
也
﹂
と
あ
る
︒
  

︵
23
︶ 

﹃
詩
經
﹄
唐
⾵
﹁
綢
繆
﹂﹁
綢
繆
束
薪
︑
三
星
在
天
︒
今
⼣
何
⼣
︑
⾒
此
良
⼈
﹂︑
⽑
傳
に
﹁
綢
繆
︑
猶
纏
綿
也
﹂
と
あ
る
︒ 

︵
24
︶ 

柳
川
順
⼦
﹁
古
詩
の
展
開
と
死
後
の
世
界
﹂︵﹃
漢
代
五
⾔
詩
歌
史
の
硏
究
﹄︑
創
⽂
社
︑
⼆
〇
⼀
三
年
︶
を
參
照
︒ 

︵
25
︶ 

例
え
ば
︑
古
樂
府
﹁
⻑
歌
⾏
﹂︑
古
詩
⼗
九
⾸
の
﹁
驅
⾞
上
東
⾨
﹂︑
秦
嘉
﹁
贈
婦
詩
﹂︑
曹
植
﹁
贈
⽩
⾺
王
彪
﹂︑
潘
岳
﹁
悼
亡

詩
﹂
な
ど
︒ 

︵
26
︶ 

﹁
薤
露
﹂︵﹃
初
學
記
﹄
卷
⼗
四
挽
歌
︶
に
﹁
薤
上
朝
露
何
易
晞
︑
明
朝
更
復
露
︑
⼈
死
⼀
去
何
時
歸
︒﹂
と
あ
る
︒ 
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︵
27
︶
 

前
揭
注
︵
２
︶
俞
⼠
玲
﹃
陸
機
陸
雲
年
譜
﹄﹁
永
寧
元
年
﹂
參
照
︒ 

︵
28
︶ 

岡
村
繁
﹁
建
安
⽂
壇
へ
の
視
⾓
﹂︵﹃
中
國
中
世
⽂
學
硏
究
﹄
第
五
號
︑
⼀
九
六
六
年
︶︑
傅
剛
﹁
論
曹
操
的
樂
府
詩
寫
作
﹂︵﹃
銅

仁
學
院
學
報
﹄
第
三
期
︑
⼆
〇
⼀
四
年
五
⽉
︶
牧
⾓
悅
⼦
﹁
曹
操
と
樂
府
﹁
新
聲
﹂﹁
新
詩
﹂
の
語
を
め
ぐ
�
て
﹂︵﹃
經
國
と
⽂

章̶
̶

漢
魏
六
朝
⽂
學
論
﹄︑
汲
古
書
院
︑
⼆
〇
⼀
⼋
年
︶
な
ど
を
參
照
︒ 

︵
29
︶ 

柳
川
順
⼦
﹁
陸
機
樂
府
詩
私
論
﹂︵
九
州
⼤
學
﹃
⽂
學
硏
究
﹄
第
⼋
⼗
六
輯
︑
⼀
九
⼋
九
年
︶︑
同
⽒
﹁
古
詩
と
古
樂
府
と
の
相

關
性
﹂︵﹃
漢
代
五
⾔
詩
歌
史
の
硏
究
﹄︑
創
⽂
社
︑
⼆
〇
⼀
三
年
︶
參
照
︒ 

︵
30
︶
 

﹃
世
說
新
語
﹄
⽅
正
篇
に
は
︑﹁
盧
志
於
衆
坐
問
陸
⼠
衡
︑﹁
陸
遜
・
陸
抗
是
君
何
物
﹂︒
答
⽈
︑﹁
如
卿
於
盧
毓
・
盧
珽
﹂︒
陸

雲
失
⾊
︑
既
出
戶
︑
謂
兄
⽈
︑﹁
何
⾄
如
此
︑
彼
容
不
相
知
也
﹂︒
⼠
衡
正
⾊
⽈
︑﹁
吾
⽗
祖
名
播
海
內
︑
寧
有
不
知
︑
⻤
⼦
敢
爾
﹂﹂

と
あ
る
︒ 

︵
31
︶
 

陸
機
﹁
苦
寒
⾏
﹂︵﹃
⽂
選
﹄
卷
⼆
⼗
⼋
︶
に
﹁
北
遊
幽
朔
城
︑
涼
野
多
嶮
難
︒
俯
⼊
穹
⾕
底
︑
仰
陟
⾼
⼭
盤
︒
凝
冰
結
重
澗
︑

積
雪
被
⻑
巒
︒
陰
雲
興
巖
側
︑
悲
⾵
鳴
樹
端
︒
不
覩
⽩
⽇
景
︑
但
聞
寒
⿃
喧
︒
猛
⻁
憑
林
嘯
︑
⽞
猿
臨
岸
歎
︒
⼣
宿
喬
⽊
下
︑

慘
愴
恆
鮮
歡
︒
渴
飲
堅
冰
漿
︑
飢
侍
零
露
餐
︒
離
思
故
已
久
︑
寤
寐
莫
與
⾔
︒
劇
哉
⾏
役
⼈
︑
慊
慊
恆
苦
寒
﹂
と
あ
る
︒ 

︵
32
︶
 
曹
操
﹁
苦
寒
⾏
﹂︵﹃
⽂
選
﹄
卷
⼆
⼗
七
︶﹁
に
北
上
太
⾏
⼭
︑
艱
哉
何
巍
巍
︒
⽺
腸
坂
詰
屈
︑
⾞
輪
爲
之
摧
︒
樹
⽊
何
蕭
瑟
︑

北
⾵
聲
正
悲
︒
熊
羆
對
我
蹲
︑
⻁
豹
夾
路
啼
︒
谿
⾕
少
⼈
⺠
︑
雪
落
何
霏
霏
︒
延
頸
⻑
歎
息
︑
遠
⾏
多
所
懷
︒
我
⼼
何
怫
鬱
︑

思
欲
⼀
東
歸
︒
⽔
深
橋
梁
絕
︑
中
路
正
徘
徊
︒
迷
惑
失
故
路
︑
薄
暮
無
宿
棲
︒
⾏
⾏
⽇
已
遠
︑
⼈
⾺
同
時
飢
︒
擔
囊
⾏
取
薪
︑

斧
冰
持
作
糜
︒
悲
彼
東
⼭
詩
︑
悠
悠
使
我
哀
﹂
と
あ
る
︒ 

︵
33
︶
 

道
家
春
代
﹁
曹
操
の
樂
府
詩
と
魏
の
建
國
﹂︵﹃
名
古
屋
⼤
學
中
國
語
學
⽂
學
論
集
﹄
第
⼗
⼆
號
︑
⼀
九
九
九
年
︶︑
柳
川
順

⼦
﹁
建
安
⽂
壇
の
歷
史
的
位
置
﹂︵﹃
漢
代
五
⾔
詩
歌
史
の
硏
究
﹄
所
收
︑
創
⽂
社
︑
⼆
〇
⼀
三
年
︶
等
を
參
照
︒ 

︵
34
︶
 

﹃
⽂
⼼
雕
⿓
﹄
事
類
篇
に
﹁
及
揚
雄
﹁
百
官
箴
﹂︑
頗
酌
於
﹃
詩
﹄︑﹃
書
﹄︑
劉
歆
﹁
遂
初
賦
﹂︑
歷
敘
於
紀
傳
︑
漸
漸
綜
采

矣
︒
⾄
於
崔
班
張
蔡
︑
遂
捃
摭
經
史
︑
華
實
布
濩
︑
因
書
⽴
功

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+︑
皆
後
⼈
之
範
式
也
﹂
と
あ
る
︒ 
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第
三
章  

陸
機
﹁
漢
⾼
祖
功
⾂
頌
﹂
の
執
筆
と
皇
太
⼦
司
⾺
遹 

 
 

  

陸
機
の
﹁
漢
⾼
祖
功
⾂
頌
﹂︵﹃
⽂
選
﹄
卷
四
⼗
七
︑
以
下
﹁
功
⾂
頌
﹂
と
呼
ぶ
︶
は
︑
前
漢
の
建
國
を
め
ぐ
�
て
前
漢
の
⾼
祖
及
び

三
⼗
⼀
⼈
の
功
⾂
を
稱
え
た
四
⾔
體
の
頌
で
あ
る
︒
從
來
の
中
國
學
硏
究
に
お
い
て
は
︑
彼
の
代
表
作
を
舉
げ
れ
ば
︑﹁
⽂
賦
﹂
を
筆
頭

に
︑
詩
歌
で
は
擬
古
詩
や
樂
府
な
ど
が
︑
⽂
章
で
は
﹁
辨
亡
論
﹂︑﹁
演
連
珠
﹂
な
ど
が
取
り
擧
げ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
り
︑
そ
の
た
め
か

﹁
功
⾂
頌
﹂
は
あ
ま
り
注
⽬
さ
れ
て
こ
な
か
�
た
︒ 

そ
も
そ
も
前
漢
⾼
祖
の
功
⾂
に
つ
い
て
は
︑﹃
史
記
﹄
卷
⼗
⼋
﹁
⾼
祖
功
⾂
侯
者
年
表
﹂
に
︑
侯
に
封
ぜ
ら
れ
た
功
⾂
た
ち
が
既
に
竝

列
さ
れ
て
い
る
︵
１
︶︒
こ
う
し
た
史
書
に
よ
る
評
價
が
下
さ
れ
る
⼀
⽅
で
︑
⽂
章
に
お
い
て
も
︑
三
國
時
代
に
曹
植
﹁
漢
⼆
祖
優
劣
論
﹂

や
諸
葛
亮
﹁
論
光
武
﹂
と
い
�
た
前
漢
の
功
⾂
を
主
題
と
す
る
作
品
が
創
作
さ
れ
て
き
た
︒ 

本
章
が
論
じ
る
﹁
功
⾂
頌
﹂
は
︑
蕭
何
か
ら
侯
公
ま
で
三
⼗
⼀
⼈
の
功
⾂
を
對
象
と
し
︑
各
⼈
の
主
要
な
功
績
を
擧
げ
た
上
で
︑
適

宜
︑
褒
貶
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
︒
全
⽂
は
﹁
序
⽂
＋
本
⽂
＋
總
述
﹂
で
構
成
さ
れ
る
︒
序
⽂
で
は
︑
執
筆
の
經
緯
に
⾔
及
せ
ず
︑
三

⼗
⼀
功
⾂
の
官
職
︑
爵
位
︑
籍
貫
︑
姓
名
述
べ
︑﹁
右
三
⼗
⼀
⼈
︑
與
に
天
下
を
定
め
︑
社
稷
を
安
ん
ず
る
者
な
り
︵
右
三
⼗
⼀
⼈
︑
與

定
天
下
︑
安
社
稷
者
也
︶﹂
と
述
べ
て
こ
の
作
品
の
﹁
明
主
に
仕
え
る
樣
々
な
⼈
材
が
重
要
で
あ
る
﹂
と
い
う
趣
旨
を
傳
え
る
︒
次
に
本

⽂
に
⼊
り
︑
冒
頭
に
は
ま
ず
漢
⾼
祖
の
頌
を
置
き
︑
續
け
て
作
品
の
主
體
で
あ
る
三
⼗
⼀
⼈
の
功
⾂
に
つ
い
て
⼀
⼈
ず
つ
順
に
頌
を
作

る
︒
そ
し
て
最
後
に
は
再
び
君
主
に
對
す
る
樣
々
な
⼈
材
の
重
要
性
を
說
き
︑
總
述
と
し
て
い
る
︒ 

序
⽂
以
外
は
全
篇
を
通
じ
て
四
⾔
體
で
貫
か
れ
た
韻
⽂
で
あ
る
︒
各
⼈
に
割
か
れ
た
分
量
は
少
な
い
も
の
は
四
句
︑
多
い
も
の
で
は

⼆
⼗
⼋
句
に
及
ぶ
︒
基
本
的
に
は
各
⼈
個
別
に
褒
貶
を
加
え
る
が
︑
數
⼈
を
合
わ
せ
て
批
評
す
る
場
合
も
あ
る
︒
例
と
し
て
︑
韓
信
・

彭
越
・
黥
布
の
頌
を
擧
げ
る
︒ 
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ま
ず
︑ 

韓
信
は
︑ 

 
灼
灼
淮
陰                  

灼
灼
た
る
淮
陰
︑ 

靈
武
冠
世
 
 
 
 
 
 
 
 
 
靈
武
は
世
に
冠
た
り
︒ 

策
出
無
⽅
 
 
 
 
 
 
 
 
 
策
は
無
⽅
に
出
で
︑ 

思
⼊
神
契
 
 
 
 
 
 
 
 
 

思
は
神
契
に
⼊
る
︒ 

奮
臂
雲
興
 
 
 
 
 
 
 
 
 
臂
を
奮
へ
ば
雲
の
ご
と
く
に
興
り
︑ 

騰
跡
⻁
噬
 
 
 
 
 
 
 
 
 
跡
を
騰
ぐ
れ
ば
⻁
の
ご
と
く
に
噬
ふ
︒ 

凌
險
必
夷
 
 
 
 
 
 
 
 
 
險
を
凌
げ
ば
必
ず
夷
げ
︑ 

摧
剛
則
脆
 
 
 
 
 
 
 
 
 
剛
を
摧
け
ば
則
ち
脆
く
す
︒ 

肇
謀
漢
濱
 
 
 
 
 
 
 
 
 
謀
を
漢
濱
に
肇
め
︑ 

還
定
渭
表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
還
り
て
渭
表
を
定
む
︒
 
 
 
 
 
 
 
 
  

京
索
既
扼
 
 
 
 
 
 
 
 
 
京
索
に
既
に
扼
し
︑ 

引
師
北
討
 
 
 
 
 
 
 
 
 
師
を
引
い
て
北
討
す
︒ 

濟
河
夷
魏
 
 
 
 
 
 
 
 
 
河
を
濟
り
て
魏
を
夷
げ
︑ 

登
⼭
滅
趙
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⼭
に
登
り
て
趙
を
滅
ぼ
す
︒ 

威
⾼
⽕
烈
 
 
 
 
 
 
 
 
 
威
は
⽕
烈
よ
り
⾼
く
︑ 

勢
踰
⾵
掃
 
 
 
 
 
 
 
 
 
勢
は
⾵
掃
に
踰
ぐ
︒ 

拾
代
如
遺
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代
を
拾
ふ
こ
と
遺
の
如
く
︑ 

偃
⿑
猶
草
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⿑
を
偃
す
こ
と
猶
ほ
草
の
ご
と
し
︒ 

⼆
州
肅
清
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⼆
州
は
肅
清
に
し
て
︑ 

四
邦
咸
舉
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
邦
は
咸
舉
が
る
︒ 
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乃
眷
北
燕
 
 
 
 
 
 
 
 
 
乃
ち
北
燕
を
眷
︑ 

遂
表
東
海
 
 
 
 
 
 
 
 
 
遂
に
東
海
に
表
す
︒ 

克
滅
⿓
且
 
 
 
 
 
 
 
 
 

克
ち
て
⿓
且
を
滅
ぼ
し
︑ 

爰
取
其
旅
 
 
 
 
 
 
 
 
 
爰
に
其
の
旅
を
取
る
︒ 

劉
項
懸
命
 
 
 
 
 
 
 
 
 
劉
項
は
命
を
懸
け
︑ 

⼈
謀
是
與
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⼈
謀
に
是
れ
與く

み

す
︒ 

念
功
惟
德
 
 
 
 
 
 
 
 
 
功
を
念
ひ
德
を
惟
ひ
︑ 

辭
通
絶
楚
 
 
 
 
 
 
 
 
 

通
を
辭
し
楚
を
絶
つ
︒ 

︵
陸
機
﹁
漢
⾼
祖
功
⾂
頌
﹂
韓
信
頌
︑﹃
⽂
選
﹄
卷
四
⼗
七
︶ 

 

と
あ
り
︑
次
に
︑
彭
越
は
︑ 

 

彭
越
觀
時                  

彭
越
は
時
を
觀
︑ 

弢
跡
匿
光                  

跡
を
弢を

さ

め
光
を
匿
す
︒ 

⼈
具
爾
瞻                  

⼈
は
具み

な

爾
を
瞻
︑ 

翼
爾
鷹
揚                  

翼よ

爾く
じ

と
し
て
鷹
揚
す
︒ 

威
凌
楚
域                  

楚
域
に
威
凌
し
︑ 

質
委
漢
王                  

漢
王
に
質
委
す
︒ 
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靖
難
河
濟                  

難
を
河
濟
に
靖
ん
じ
︑ 

卽
宮
舊
梁
                 

宮
を
舊
梁
に
卽
く
︒ 

︵
陸
機
﹁
漢
⾼
祖
功
⾂
頌
﹂
彭
越
頌
︑﹃
⽂
選
﹄
卷
四
⼗
七
︶ 

 

と
あ
り
︑
さ
ら
に
︑
黥
布
は
︑ 

 

烈
烈
黥
布                  

烈
烈
た
り
黥
布
︑ 

眈
眈
其
眄                  

眈
眈
と
し
て
其
れ
眄
る
︒ 

名
冠
彊
楚                  

名
は
彊
楚
に
冠
た
り
︑ 

鋒
猶
駭
電                  
鋒
は
猶
ほ
駭
電
の
ご
と
し
︒ 

覩
幾
蟬
蛻                  
幾
を
覩
て
蟬
蛻
し
︑ 

悟
主
⾰
⾯                  
主
を
悟
り
⾯
を
⾰
む
︒ 

肇
彼
梟
⾵                  

肇
め
は
彼
の
梟
⾵
た
る
も
︑ 

翻
爲
我
扇                  

翻
つ
て
我
が
扇
と
爲
る
︒ 

︵
陸
機
﹁
漢
⾼
祖
功
⾂
頌
﹂
黥
布
頌
︑﹃
⽂
選
﹄
卷
四
⼗
七
︶ 

 

と
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
各
⼈
の
軍
事
的
才
能
︑
特
に
對
項
⽻
戰
で
の
活
躍
を
贊
美
す
る
が
︑
こ
れ
に
續
い
て
三
⼈
の
⽋
點
も
指
彈
す

る
︒ 

 

天
命
⽅
輯                  

天
命
は
⽅
に
輯
ま
り
︑ 

王
在
東
夏                  

王
は
東
夏
に
在
り
︒ 

矯
矯
三
雄                  

矯
矯
た
り
三
雄
︑ 
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⾄
于
垓
下                  

垓
下
に
⾄
る
︒ 

元
兇
既
夷                  

元
兇
は
既
に
夷た

い
ら

ぎ
︑ 

寵
祿
來
假                  

寵
祿
は
來
た
り
假い

た

る
︒ 

保
⼤
全
祚                  

⼤
を
保
ち
祚
を
全
う
す
る
は
︑ 

⾮
德
孰
可                  

德
に
⾮
ず
ん
ば
孰
か
可
な
ら
ん
︒ 

謀
之
不
臧                  

謀
は
之
れ
臧よ

か
ら
ず
︑ 

舍
福
取
禍                  
福
を
舍
て
て
禍
を
取
る
︒ 

︵
陸
機
﹁
漢
⾼
祖
功
⾂
頌
﹂
韓
信
・
彭
越
・
黥
布
頌
︑﹃
⽂
選
﹄
卷
四
⼗
七
︶ 

 

三
⼈
の
將
軍
は
對
項
⽻
戰
の
後
に
各
々
王
に
封
ぜ
ら
れ
た
が
︑
德
を
修
め
ず
︑
最
終
的
に
殺
さ
れ
て
し
ま
�
た
︒
陸
機
は
彼
ら
の
戰

功
を
稱
讚
す
る
と
と
も
に
︑
不
德
を
⾮
難
し
て
も
い
る
︒
こ
う
し
た
褒
貶
を
兼
ね
る
書
き
⽅
は
︑
當
時
の
⼀
般
的
な
頌
が
褒
讚
の
み
を

⾏
う
の
と
は
全
く
異
な
�
て
お
り
︑
重
要
な
特
徵
と
⾔
え
る
︒
劉
勰
が
﹃
⽂
⼼
雕
⿓
﹄
頌
讃
篇
に
こ
の
﹁
功
⾂
頌
﹂
を
﹁
其
の
褒
貶
雜

居
す
る
は
︑
固
よ
り
末
代
の
訛
體
な
り
︵
其
褒
貶
雜
居
︑
固
末
代
之
訛
體
也
︶﹂
と
批
評
し
た
の
は
︑
こ
の
點
を
指
摘
し
た
の
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
か
︒ 

こ
の
よ
う
に
當
時
の
頌
と
⼀
線
を
畫
す
る
形
式
を
採
⽤
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
陸
機
の
執
筆
動
機
と
創
作
時
期
に
つ
い
て
は
︑
殘

念
な
が
ら
こ
の
頌
⽂
の
序
⽂
や
歷
史
書
な
ど
の
資
料
に
⼀
切
記
載
が
な
い
︒ 

こ
の
問
題
に
關
す
る
先
⾏
硏
究
と
し
て
︑
ま
ず
陸
機
の
代
表
作
品
で
も
あ
る
﹁
辨
亡
論
﹂
と
竝
置
す
る
考
え
⽅
が
あ
る
︒
姜
亮
夫
は

こ
の
頌
の
主
旨
が
⼈
材
の
重
要
性
を
說
く
點
で
﹁
辨
亡
論
﹂
に
共
通
す
る
こ
と
か
ら
︑
陸
機
の
⼊
洛
︵
⼆
⼋
九
年
︶
直
前
に
創
作
さ
れ

た
可
能
性
を
提
起
す
る
︵
２
︶︒
そ
の
上
で
︑
陸
機
の
弟
陸
雲
﹁
盛
德
頌
﹂
に
⾒
え
る
前
漢
⾼
祖
へ
の
憧
憬
と
類
似
す
る
こ
と
か
ら
︑﹁
盛
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德
頌
﹂
の
創
作
時
期
と
近
い
⼊
洛
以
後
の
作
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
と
い
う
︒
し
か
し
結
論
と
し
て
は
︑
前
者
の
可
能
性
を
よ
り
強
く

主
張
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
⾼
橋
和
⺒
は
こ
の
頌
⽂
の
制
作
時
期
を
﹁
確
定
で
き
ぬ
﹂
と
し
つ
つ
も
︑﹁
辨
亡
論
﹂
と
同
じ
く
﹁
英
雄
主
義
﹂

の
發
想
に
よ
�
て
書
か
れ
た
と
主
張
す
る
︵
３
︶︒
近
年
で
は
︑
中
國
の
戴
燕
が
﹁
辨
亡
論
﹂
の
創
作
時
期
を
考
察
す
る
際
に
︑
こ
の
頌

⽂
の
創
作
と
陸
機
の
史
書
編
纂
の
活
動
と
を
結
び
付
け
︑
陸
機
が
著
作
郎
に
仕
え
る
元
康
⼋
年
︵
⼆
九
⼋
︶
前
後
に
こ
の
頌
を
創
作
し

た
と
推
測
す
る
︵
４
︶︒
あ
る
い
は
︑
弟
陸
雲
の
﹁
與
兄
平
原
書
︵
そ
の
⼋
︶﹂
に
﹁﹃
漢
功
⾂
頌
﹄
甚
だ
美
し
︵﹃
漢
功
⾂
頌
﹄
甚
美
︶﹂

と
あ
る
こ
と
か
ら
︑こ
の
書
簡
が
書
か
れ
た
永
寧
元
年︵
三
〇
⼀
︶1
⼆
年︵
三
〇
⼆
︶の
間
に
頌
も
成
⽴
し
た
と
す
る
說
も
あ
る︵
５
︶︒

い
ず
れ
に
せ
よ
︑
こ
の
頌
⽂
そ
の
も
の
は
︑
こ
れ
ま
で
主
要
な
考
察
對
象
と
は
さ
れ
て
來
な
か
�
た
︒ 

本
章
は
︑
こ
の
﹁
功
⾂
頌
﹂
を
考
察
の
主
體
と
す
る
︒
こ
の
作
品
が
主
張
す
る
君
主
に
對
す
る
⼈
材
の
重
要
性
は
︑
中
國
⽂
學
史
に

お
け
る
普
遍
的
な
主
題
の
⼀
つ
で
あ
る
︒
な
ぜ
陸
機
は
前
漢
の
功
⾂
を
三
⼗
⼀
⼈
も
選
び
顯
彰
し
た
の
か
︒
こ
の
頌
⽂
は
誰
の
た
め
に

作
ら
れ
た
の
か
︒
頌
で
あ
り
な
が
ら
褒
貶
を
兼
ね
る
形
式
を
採
る
の
は
な
ぜ
か
︒
こ
れ
ら
の
問
題
の
考
察
に
は
︑
ま
ず
作
品
本
⽂
の
檢

討
が
不
可
⽋
で
あ
る
が
︑
資
料
に
限
り
が
あ
る
の
で
︑
今
は
確
實
に
斷
定
で
き
な
い
︒
し
か
し
︑
本
章
は
﹁
功
⾂
頌
﹂
の
⽂
體
︑
構
成
︑

語
彙
な
ど
を
⼿
が
か
り
に
︑
そ
の
創
作
時
期
と
動
機
に
つ
い
て
⼀
つ
の
可
能
な
新
說
を
提
⽰
し
︑
⻄
晉
王
朝
に
お
け
る
陸
機
の
活
躍
の

場
に
つ
い
て
︑
よ
り
具
體
的
な
究
明
を
⾏
う
も
の
で
あ
る
︒ 

 

第
⼀
節  

⽂
體
論
と
し
て
の
﹁
頌
﹂ 

 

 
頌
と
い
う
⽂
體
は
︑
そ
も
そ
も
﹃
詩
經
﹄
に
お
け
る
﹁
四
始
﹂
の
⼀
つ
と
し
て
︑﹁
周
頌
﹂・﹁
魯
頌
﹂・﹁
商
頌
﹂
な
ど
周
︑
商
の
祖
先

や
魯
の
君
主
を
讚
美
す
る
四
⾔
詩
を
指
す
も
の
で
あ
�
た
︒
し
か
し
秦
漢
以
後
に
お
い
て
︑
頌
の
形
式
は
樣
々
に
發
展
し
︑
魏
晉
期
に

⾄
�
て
︑
再
び
四
⾔
の
形
式
に
定
め
ら
れ
た
︒
頌
の
⽂
體
が
漢
魏
六
朝
時
期
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
�
た
か
に
つ
い
て
︑
劉
師
培
﹁
左

盦
⽂
論
﹂
を
筆
頭
に
︑
近
年
の
吳
承
學
・
劉
湘
蘭
︑
陳
開
梅
︑
林
曉
光
︑
な
ど
に
よ
り
多
く
の
硏
究
が
⾏
わ
れ
て
き
た
︵
６
︶︒
な
か
で

も
曉
光
⽒
は
︑
後
漢
末
期
に
お
け
る
四
⾔
の
頌
の
定
型
化
は
﹃
詩
經
﹄
の
頌
で
は
な
く
︑
後
漢
の
﹁
碑
⽂
＋
頌
﹂
か
ら
な
る
﹁
碑
頌
﹂

と
密
接
な
關
係
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
︒
當
時
の
碑
は
元
々
﹁
碑
⽂
＋
銘
⽂
︵
四
⾔
︶﹂
と
い
う
⼆
段
構
成
で
︑﹁
銘
﹂
の
名
稱
が
﹁
頌
﹂
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に
移
⾏
し
て
︑﹁
碑
⽂
＋
頌
⽂
︵
四
⾔
︶﹂
の
碑
頌
に
な
�
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
理
由
の
⼀
つ
と
し
て
︑
林
⽒
は
後
漢
の
頌
も
﹁
序

⽂
＋
頌
⽂
︵
四
⾔
︶﹂
と
い
う
⼆
段
構
成
の
形
式
で
あ
る
こ
と
を
擧
げ
て
い
る
︒
こ
れ
は
⾮
常
に
⽰
唆
的
な
⾒
解
で
あ
る
︒
こ
の
⼆
段
構

成
に
着
⽬
す
る
な
ら
ば
︑
同
樣
の
形
式
を
も
つ
⽂
章
と
し
て
︑
後
漢
の
碑
や
頌
に
加
え
て
史
書
紀
傳
の
﹁
本
⽂
＋
史
述
贊
︵
各
紀
傳
の

後
に
執
筆
趣
意
︑
或
は
內
容
要
約
で
あ
る
四
⾔
の
韻
⽂
︒
史
贊
と
も
⾔
う
︶﹂︵
７
︶
も
擧
げ
る
こ
と
が
出
來
よ
う
︒
唐
の
劉
知
幾
は
﹃
史

通
﹄
卷
四
論
贊
篇
に
史
述
贊
を
﹁
亦
た
猶
ほ
⽂
⼠
の
碑
を
製
す
る
に
︑
序 

終
は
り
て
續
く
る
に
﹁
銘
⽈
く
﹂
を
以
て
し
︑
釋
⽒
の
法
を

演の

ぶ
る
に
︑
義
盡
き
て
宣
ぶ
る
に
﹁
偈
⾔
﹂
を
以
て
す
る
が
ご
と
し
︵
亦
猶
⽂
⼠
製
碑
︑
序
終
⽽
續
以
﹁
銘
⽈
﹂︑
釋
⽒
演
法
︑
義
盡
⽽

宣
以
﹁
偈
⾔
﹂︶﹂
と
述
べ
︑
史
述
贊
が
後
漢
以
來
の
碑
銘
や
佛
贊
と
同
じ
く
⼆
段
構
成
を
と
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
佛
贊
は
別
の

話
で
あ
る
が
︑
碑
銘
が
魏
晉
期
の
頌
の
⼀
つ
の
源
流
で
あ
る
こ
と
に
對
し
︑
史
述
贊
も
ま
た
魏
晉
期
の
頌
の
⼀
つ
源
流
の
⼀
つ
だ
と
⾔

え
る
で
あ
ろ
う
︒ 

魏
晉
期
の
頌
は
主
に
當
世
の
⼈
を
讚
え
る
頌
で
あ
る
が
︑
當
時
︑
陸
機
﹁
功
⾂
頌
﹂
の
よ
う
に
過
去
の
歷
史
的
⼈
物
を
複
數
⼈
連
ね

て
讚
え
る
も
の
も
あ
る
︒
こ
れ
ら
は
共
に
⼈
物
を
顯
彰
す
る
點
で
は
共
通
す
る
が
︑﹁
功
⾂
頌
﹂
な
ど
の
⼀
類
に
影
響
を
與
え
て
い
た
の

は
︑
劉
向
﹁
列
⼥
傳
頌
﹂︑
班
固
﹁
漢
書
述
﹂
と
い
�
た
歷
史
上
の
⼈
物
を
顯
彰
す
る
傳
記
の
要
約
と
し
て
の
四
⾔
韻
⽂
︑
卽
ち
史
述
贊

で
あ
る
︒ 

劉
向
﹁
列
⼥
傳
頌
﹂
は
︑
現
在
⼀
般
に
⾒
る
こ
と
が
で
き
る
﹃
列
⼥
傳
﹄
で
は
︑
每
譚
の
後
に
﹁
頌
⽈
﹂
と
い
う
該
當
譚
の
內
容
を

ま
と
め
︑
褒
貶
を
兼
ね
る
四
⾔
韻
⽂
の
頌
が
配
置
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
宮
本
勝
の
說
に
從
え
ば
︑
そ
も
そ
も
﹃
漢
書
﹄
劉
向
傳
に

記
載
さ
れ
る
﹁﹃
列
⼥
傳
﹄
⼋
卷
﹂
は
傳
七
卷
と
頌
⼀
卷
か
ら
な
る
も
の
と
さ
れ
る
︵
８
︶︒
卽
ち
﹁
列
⼥
傳
頌
﹂
は
全
書
の
⼈
物
を
ま

と
め
て
⼀
連
の
頌
と
し
て
完
成
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
︒ 

ま
た
︑
班
固
﹁
漢
書
述
﹂
は
﹃
漢
書
﹄
卷
⼀
百
﹁
敘
傳
﹂
に
記
さ
れ
た
該
書
の
史
述
贊
で
あ
る
︒
各
卷
を
簡
潔
に
要
約
し
て
四
⾔
韻

⽂
を
作
り
︑
各
⽂
の
末
に
﹁
述
某
紀
︵
表
・
志
・
傳
︶
第
︵
篇
數
︶﹂
と
內
容
に
對
應
す
る
篇
數
を
⽰
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
該
當
⼈
物

に
對
す
る
褒
貶
も
加
え
て
い
る
︒ 

福
井
佳
夫
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑﹁
列
⼥
傳
頌
﹂
と
﹁
漢
書
述
﹂
に
は
三
つ
の
重
要
な
性
格
が
あ
る
︒
⼀
つ
⽬
は
全
書
に
掲
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載
す
る
⼈
物
を
⼀
括
し
た
頌
や
述
を
作
る
こ
と
︑
⼆
つ
⽬
は
褒
貶
を
兼
ね
る
こ
と
︑
三
つ
⽬
は
そ
の
內
容
は
全
書
の
執
筆
趣
意
や
內
容

要
約
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
︵
９
︶︒
こ
れ
ら
は
陸
機
の
﹁
功
⾂
頌
﹂
に
も
共
通
す
る
重
要
な
特
徵
で
あ
る
︒
⼀
つ
⽬
の
性
格
に
つ
い
て
は
︑

﹁
列
⼥
傳
頌
﹂
と
﹁
漢
書
述
﹂
が
全
て
原
書
の
末
に
⼀
括
し
て
書
か
れ
て
い
る
︒
陸
機
﹁
功
⾂
頌
﹂
も
該
當
⼈
物
を
⼀
括
し
て
書
か
れ

て
い
る
︒
當
時
︑
史
述
贊
に
類
す
る
頌
が
し
ば
し
ば
作
ら
れ
て
た
︒
そ
れ
ら
の
作
品
は
殆
ど
史
書
に
關
わ
�
て
い
る
︵
10
︶︒
こ
れ
ら

の
作
品
は
﹁
頌
﹂
や
﹁
贊
﹂
と
題
す
る
が
︑
⽐
較
的
﹁
贊
﹂
が
よ
り
多
く
使
わ
れ
て
い
た
︒﹁
頌
﹂
と
題
す
る
こ
と
は
劉
向
﹁
列
⼥
傳
頌
﹂

に
始
ま
る
︒
陸
機
が
あ
え
て
﹁
頌
﹂
と
題
す
る
の
は
︑
劉
向
﹁
列
⼥
傳
頌
﹂
を
祖
述
す
る
意
識
が
あ
�
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
︒ 

⼆
つ
⽬
の
褒
貶
を
兼
ね
る
と
い
う
性
格
は
︑
史
述
贊
の
更
に
重
要
な
特
性
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
﹃
⽂
⼼
雕
⿓
﹄
頌
讃
篇
に
﹁
遷
の

﹃
史
﹄・
固
の
﹃
書
﹄
に
及
び
︑
贊
に
託
し
て
褒
貶
し
︑
約
⽂
以
て
總
べ
錄
し
︑
頌
の
體
を
以
て
論
の
辭
な
り
︵
及
遷
﹃
史
﹄・
固
﹃
書
﹄︑

託
贊
褒
貶
︑
約
⽂
以
總
錄
︑
頌
體
以
論
辭
︶﹂︵
11
︶
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
︒﹃
史
記
﹄
で
は
ま
だ
褒
貶
の
意
識

が
明
確
で
な
い
が
︑
劉
向
﹁
列
⼥
傳
頌
﹂︑
班
固
﹁
漢
書
述
﹂
で
は
明
ら
か
に
吐
露
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
な
の

が
︑
班
固
﹁
漢
書
述
﹂
に
お
い
て
︑
數
⼈
の
合
傳
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
數
⼈
に
對
す
る
褒
貶
を
纏
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑

本
稿
の
冒
頭
に
擧
げ
た
韓
信
・
彭
越
・
黥
布
三
⼈
に
つ
い
て
も
︑﹃
漢
書
﹄
卷
⼀
百
敘
傳
の
﹁
述
韓
彭
英
盧
吳
傳
﹂
の
中
で
次
の
よ
う
な

批
判
が
展
開
さ
れ
て
い
る
︒ 

 

信
惟
餓
隸
 
 
 
 
 
 
 
   

信
は
惟
れ
餓
隸
に
し
て
︑ 

布
實
黥
徒                  

布
は
實
に
黥
徒
な
り
︒ 

越
亦
狗
盜                  

越
も
亦
た
狗
盜
に
し
て
︑ 

芮
尹
江
湖                  

芮
は
江
湖
に
尹
た
り
︒ 

雲
起
⿓
襄                  

雲
の
ご
と
く
起
り
⿓
の
ご
と
く
襄あ

が

り
︑ 

化
爲
侯
王                  

化
し
て
侯
王
と
爲
る
︒ 

割
有
⿑
楚                  

⿑
楚
を
割
有
し
︑       
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跨
制
淮
梁                  

淮
梁
を
跨
制
す
︒ 

綰
⾃
同
閈                  

綰
は
同
閈
⾃
り
︑ 

鎭
我
北
疆                  

我
が
北
疆
を
鎭
む
︒ 

德
薄
位
尊                  

德
薄
く
し
て
位
尊
き
は
︑ 

⾮
胙
惟
殃                 

胙さ
い
は

ひ
に
⾮
ず
し
て
惟
れ
殃
ひ
な
り
︒ 

︵﹃
漢
書
﹄
卷
⼀
百
敘
傳
﹁
述
韓
彭
英
盧
吳
傳
第
四
﹂︶  

三
⼈
は
そ
も
そ
も
出
⾝
が
⾮
常
に
卑
し
い
も
の
で
あ
る
が
︑
功
績
に
よ
�
て
各
々
諸
侯
に
ま
で
登
り
つ
め
た
︒
し
か
し
彼
ら
は
德
が

無
か
�
た
た
め
︑
最
後
に
は
殺
さ
れ
て
し
ま
�
た
︒
こ
の
德
と
位
の
不
適
合
と
い
う
批
判
は
︑
陸
機
﹁
功
⾂
頌
﹂
の
評
價
と
同
じ
で
あ

る
︒ 陸

機
﹁
功
⾂
頌
﹂
は
贊
美
に
專
念
す
る
通
常
の
頌
と
は
異
な
り
︑
複
數
の
⼈
物
を
⼀
括
し
︑
褒
貶
を
加
え
る
劉
向
﹁
列
⼥
傳
頌
﹂
お

よ
び
班
固
﹁
漢
書
述
﹂
の
體
裁
を
繼
承
す
る
た
め
︑
劉
勰
に
﹁
訛
體
﹂
と
批
評
さ
れ
た
︒
こ
の
⼆
つ
の
性
格
は
陸
機
の
﹁
功
⾂
頌
﹂
が

史
述
贊
を
繼
承
す
る
こ
と
を
明
確
に
⽰
し
て
い
る
︒ 

さ
ら
に
︑
次
節
に
說
く
が
︑
三
つ
⽬
の
性
格
と
し
て
︑
陸
機
の
﹁
漢
⾼
祖
功
⾂
頌
﹂
が
實
は
﹃
漢
書
﹄
の
內
容
を
踏
ま
え
て
作
ら
れ

た
の
で
︑﹃
漢
書
﹄
該
當
紀
傳
の
內
容
要
約
と
⾒
做
し
て
も
よ
い
︒
⼀
つ
⽬
と
三
つ
⽬
の
性
格
を
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
︑
既
に
宮
本
⽒
が

指
摘
す
る
よ
う
に
︑
劉
向
﹁
列
⼥
傳
頌
﹂
が
そ
も
そ
も
後
宮
に
お
い
て
︑
宮
⼥
た
ち
が
朗
誦
し
教
育
を
受
け
る
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の

で
あ
り
︑
原
書
暗
誦
し
や
す
く
︑
當
該
傳
記
の
內
容
を
容
易
に
想
起
で
き
る
と
い
う
機
能
が
あ
る
︒
だ
と
す
れ
ば
︑
こ
の
陸
機
﹁
功
⾂

頌
﹂
も
︑
何
者
か
の
授
業
教
材
と
し
て
作
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
︒ 

 

第
⼆
節  

﹁
漢
⾼
祖
功
⾂
頌
﹂
と
班
固
﹃
漢
書
﹄ 
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陸
機
﹁
功
⾂
頌
﹂
の
體
裁
が
史
述
贊
を
繼
承
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
こ
の
作
品
と
﹃
史
記
﹄
や
﹃
漢
書
﹄
な
ど
史
料
間
の

功
⾂
の
評
價
情
況
と
を
⽐
較
す
る
こ
と
で
︑
陸
機
の
頌
に
お
け
る
功
⾂
の
⼈
選
や
配
列
の
順
番
︑
表
現
⼿
法
や
語
彙
が
何
に
基
づ
く
か

を
明
ら
か
に
出
來
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
結
論
か
ら
述
べ
れ
ば
︑
陸
機
の
頌
は
班
固
﹃
漢
書
﹄
を
踏
襲
し
て
い
る
︒
ま
ず
は
︑
陸
機
が
ど

の
よ
う
に
功
⾂
の
⼈
選
や
配
列
順
な
ど
を
踏
襲
し
た
か
確
認
す
る
︒ 

﹁
功
⾂
頌
﹂
の
功
⾂
と
そ
の
配
列
は
︑
蕭
何
︑
曹
參
︑
張
良
︑
陳
平
︑
韓
信
︑
彭
越
︑
黥
布
︑
張
⽿
︑
韓
王
信
︑
盧
綰
︑
吳
芮
︑
劉

賈
︑
王
陵
︑
周
勃
︑
樊
噲
︑
酈
商
︑
夏
侯
嬰
︑
灌
嬰
︑
傅
寬
︑
靳
歙
︑
酈
⾷
其
︑
劉
敬
︑
陸
賈
︑
叔
孫
通
︑
魏
無
知
︑
隨
何
︑
董
公
︑

轅
⽣
︑
紀
信
︑
周
苛
︑
侯
公
で
あ
る
︒ 

功
⾂
の
⼈
選
基
準
に
つ
い
て
︑
こ
の
頌
⽂
の
三
⼗
⼀
⼈
を
﹃
史
記
﹄
や
﹃
漢
書
﹄
と
⽐
較
し
て
み
る
と
︑
蕭
何
か
ら
叔
孫
通
は
﹃
漢

書
﹄
卷
三
⼗
⼆
か
ら
四
⼗
ま
で
の
各
⼈
の
列
傳
の
配
列
に
從
�
て
お
り
︑
魏
無
知
か
ら
隨
何
は
﹃
漢
書
﹄
に
⽴
傳
は
さ
れ
な
い
も
の
の
︑

主
に
卷
⼀
⾼
帝
紀
に
登
場
し
て
い
る
⼈
物
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒ 

こ
れ
ら
の
⼈
物
の
配
列
に
つ
い
て
︑
陸
機
は
⼆
種
類
の
⽅
法
で
﹃
漢
書
﹄
を
踏
ま
え
た
配
列
を
實
踐
し
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
︒
⼀

つ
⽬
は
︑
蕭
何
か
ら
黥
布
ま
で
の
冒
頭
の
七
⼈
は
︑
班
固
﹁
漢
書
述
﹂
の
﹁
述
漢
⾼
帝
紀
﹂
の
說
に
基
づ
い
て
配
列
を
⾏
�
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
︒﹁
述
漢
⾼
帝
紀
﹂
に
は
次
の
よ
う
に
記
載
が
あ
る
︒ 

 

股
肱
蕭
曹                  

股
肱
の
蕭
曹
︑ 

社
稷
是
經                  

社
稷
是
れ
を
經
に
す
︒ 

⽖
⽛
信
布                  

⽖
⽛
の
信
布
︑ 

腹
⼼
良
平                  

腹
⼼
の
良
平
︑ 

龔
⾏
天
罰                  

龔つ
つ
し

み
て
天
罰
を
⾏
ひ
︑ 

赫
赫
明
明                  

赫
赫
明
明
た
り
︒ 

︵﹃
漢
書
﹄
卷
⼀
百
敘
傳
︑﹁
述
⾼
帝
紀
第
⼀
﹂︶ 
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班
固
が
こ
こ
で
擧
げ
た
の
は
︑
前
漢
⾼
祖
に
對
し
て
最
も
重
要
な
功
績
を
擧
げ
た
⾂
下
で
あ
る
︒
政
治
を
經
營
す
る
蕭
何
・
曹
參
︑

軍
事
⽅
⾯
に
優
れ
る
韓
信
・
黥
布
︑
ま
た
謀
略
を
擔
當
す
る
張
良
・
陳
平
を
列
擧
す
る
︒
こ
こ
で
は
彭
越
が
擧
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
︑

こ
れ
は
﹁
漢
書
述
﹂
が
四
⾔
の
韻
⽂
で
構
成
さ
れ
る
た
め
︑
字
數
の
制
限
が
⽣
じ
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒
な
お
︑﹃
漢
書
﹄
の
中
で
は
︑
張

良
・
陳
平
は
後
の
王
陵
・
周
勃
と
同
じ
卷
に
列
傳
さ
れ
︑
韓
信
・
彭
越
・
黥
布
は
後
の
盧
綰
・
吳
芮
と
同
じ
列
傳
に
收
錄
さ
れ
る
︒
に

も
か
か
わ
ら
ず
︑
陸
機
が
あ
え
て
こ
の
七
⼈
を
分
け
た
の
は
︑
班
固
が
﹁
叙
傳
﹂
で
區
別
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
︑
蕭
何
か
ら
黥
布
ま

で
の
七
⼈
が
最
も
建
國
の
功
績
を
語
る
上
で
肝
要
な
存
在
で
あ
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒ 

⼆
つ
⽬
に
︑
次
の
⼗
七
⼈
︵
張
⽿
か
ら
叔
孫
通
︶︑
卽
ち
そ
の
重
要
性
が
や
や
低
い
功
⾂
た
ち
に
つ
い
て
は
︑
最
初
の
五
⼈
︵
張
⽿
か

ら
劉
賈
︶
は
陸
機
の
配
列
す
る
順
番
と
﹃
漢
書
﹄
卷
三
⼗
⼆
か
ら
卷
三
⼗
五
ま
で
の
順
番
が
全
く
⼀
致
す
る
︒
ま
た
︑
次
の
七
⼈
︵
王

陵
か
ら
叔
孫
通
︶
の
配
列
順
は
﹃
漢
書
﹄
卷
四
⼗
か
ら
卷
四
⼗
參
ま
で
の
列
傳
の
順
に
從
�
て
い
る
︒ 

な
お
﹃
史
記
﹄
と
⽐
較
す
る
と
︑
⼀
致
し
な
い
部
分
が
多
い
︒
例
え
ば
︑
韓
信
・
彭
越
・
黥
布
の
三
⼈
の
傳
は
︑
各
々
﹃
史
記
﹄
の

卷
九
⼗
⼆
︑
九
⼗
︑
九
⼗
⼀
に
あ
り
︑
張
⽿
か
ら
劉
賈
ま
で
は
︑
主
に
卷
⼋
⼗
九
︑
九
⼗
三
︑
⼋
⼗
⼀
に
載
せ
ら
れ
て
お
り
︑
ま
た
︑

吳
芮
・
王
陵
は
﹃
史
記
﹄
に
⽴
傳
さ
れ
ず
︑
轅
⽣
は
﹃
史
記
﹄
の
中
で
﹁
袁
⽣
﹂
と
表
記
さ
れ
る
︵
12
︶︒
こ
れ
ら
の
例
か
ら
⾒
れ
ば
︑

陸
機
が
頌
を
創
作
す
る
際
に
︑﹃
史
記
﹄
で
は
な
く
﹃
漢
書
﹄
を
主
な
參
考
の
對
象
と
し
た
こ
と
は
明
⽩
で
あ
る
︒ 

陸
機
は
頌
を
創
作
す
る
際
︑
單
に
﹁
漢
書
述
﹂
の
功
⾂
の
配
置
を
の
み
參
考
と
し
た
の
で
は
な
い
︒
評
價
對
象
の
功
績
や
具
體
的
な

語
彙
も
屢
々
﹁
漢
書
述
﹂
を
參
照
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
蕭
何
・
張
良
を
例
と
し
て
︑﹁
漢
書
述
﹂
と
﹁
功
⾂
頌
﹂
を
⽐
較
し
て

み
た
い
︒
ま
ず
蕭
何
に
つ
い
て
確
認
す
る
︵
傍
線
は
論
者
に
よ
る
︒
以
下
同
︶︒ 

 

猗
與
元
勳                  

猗あ
あ

與
元
勳
︑ 

包
漢
擧
信                  

漢
を
包
み
信
を
擧
ぐ
︒ 
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鎭
守
關
中                  

關
中
を
鎭
守
し
︑ 

⾜
⾷
成
軍                  

⾷
を
⾜
ら
し
て
軍
を
成
す
︒ 

營
都
⽴
宮                  

都
を
營
み
て
宮
を
⽴
て
︑ 

定
制
修
⽂                  

制
を
定
め
て
⽂
を
修
む
︒ 

平
陽
⽞
默                  

平
陽 

⽞
默
た
り
︑ 

繼
⽽
弗
⾰
 
 
 
 
 
 
 
 
 
繼
ぎ
て
⾰
め
ず
︒ 

⺠
⽤
作
歌
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⺠
は
⽤
て
歌
を
作
し
︑ 

化
我
淳
德
 
 
 
 
 
 
 
 
 
我
が
淳
德
に
化
す
︒ 

漢
之
宗
⾂
 
 
 
 
 
 
 
 
 
漢
の
宗
⾂
︑ 

是
謂
相
國
 
 
 
 
 
 
 
 
 
是
れ
相
國
と
謂
ふ
︒ 

述
蕭
何
曹
參
傳
第
九          
蕭
何
曹
參
傳
第
九
を
述
ぶ
︒ 

 
︵﹃
漢
書
﹄
卷
⼀
百
敘
傳
︑﹁
述
蕭
何
曹
參
傳
第
九
﹂︶  

堂
堂
蕭
公                  

堂
堂
た
り
蕭
公
︑ 

王
跡
是
因
                 

王
跡
は
是
れ
に
因
る
︒ 

綢
繆
叡
后                  

叡
后
に
綢
繆
し
︑ 

無
競
維
⼈
 
 
 
 
 
 
 
 
 
競
き
こ
と
無
か
ら
ん
や
維
れ
⼈
︒ 

外
濟
六
師
 
 
 
 
 
 
 
 
 
外
に
六
師
を
濟
ひ
︑ 

內
撫
三
秦
 
 
 
 
 
 
 
 
 
內
に
三
秦
を
撫
す
︒ 

拔
奇
夷
難              

 
 
奇
を
拔
き
難
を
夷
げ
︑ 

邁
德
振
⺠
 
 
 
 
 
 
 
 
 
德
を
邁お

こ
な

ひ
⺠
を
振
ふ
︒ 
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體
國
垂
制
 
 
 
 
 
 
 
 
 

國
を
體
し
制
を
垂
れ
︑ 

上
穆
下
親
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上
は
穆
ぎ
下
は
親
し
む
︒ 

名
蓋
羣
后
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名
は
羣
后
を
蓋
ふ
︑ 

是
謂
宗
⾂
 
 
 
 
 
 
 
 
 
是
れ
宗
⾂
と
謂
ふ
︒ 

︵
陸
機
﹁
漢
⾼
祖
功
⾂
頌
﹂
蕭
何
頌
︑﹃
⽂
選
﹄
卷
四
⼗
七
︶  

陸
機
は
蕭
何
の
功
績
評
價
に
﹁
漢
書
述
﹂
を
踏
襲
し
て
い
る
︒
劉
邦
が
關
中
を
⼿
に
⼊
れ
た
後
︑
蕭
何
は
關
中
に
鎭
座
し
︑
後
⽅
よ

り
劉
邦
の
軍
隊
を
⽀
え
た
こ
と
︑
そ
し
て
天
下
統
⼀
の
後
に
は
︑
國
作
り
を
し
︑
制
度
法
律
を
定
め
た
こ
と
な
ど
を
擧
げ
る
︒
ま
た
︑

最
後
に
﹁
漢
書
述
﹂
の
﹁
宗
⾂
﹂
と
い
う
⾔
葉
を
踏
襲
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
蕭
何
を
國
家
の
中
⼼
た
る
⾂
と
⾒
做
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

な
お
︑
上
の
﹁
名
蓋
羣
后
﹂
の
句
も
︑﹃
漢
書
﹄
卷
三
⼗
九
﹁
蕭
何
傳
贊
﹂
の
﹁
位
は
羣
后
を
冠
ふ
︵
位
冠
羣
后
︶﹂
を
踏
ま
え
た
も
の

で
あ
る
︒ 

次
に
︑
張
良
に
關
す
る
評
價
を
確
認
す
る
︒ 

 

圖
折
武
關                  

武
關
を
折
る
こ
と
を
圖
り
︑ 

解
阸
鴻
⾨                  

鴻
⾨
に
阸あ

や
う

き
を
解
く
︒ 

推
⿑
銷
印                  

⿑
を
推
し
印
を
銷
し
︑ 

敺
致
越
信                  

越
・
信
を
敺
致
す
︒ 

招
賓
四
⽼                  

賓
の
四
⽼
を
招
き
︑ 

惟
寧
嗣
君
 
 
 
 
 
 
 
 
 
惟
れ
嗣
君
を
寧
ず
︒ 

︵﹃
漢
書
﹄
卷
⼀
百
敘
傳
︑﹁
述
張
陳
王
周
傳
第
⼗
﹂︶  
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⽂
成
作
師                  

⽂
成
は
師
と
作
り
︑ 

通
幽
洞
冥
 
 
 
 
 
 
 
 
 
幽
に
通
じ
冥
を
洞
る
︒ 

永
⾔
配
命
 
 
 
 
 
 
 
 
 
永
く
⾔
に
命
に
配
し
︑ 

因
⼼
則
靈
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⼼
に
因
り
て
則
ち
靈
な
り
︒ 

窮
神
觀
化
 
 
 
 
 
 
 
 
 
神
を
窮
め
て
化
を
觀
︑ 

望
影
揣
情
 
 
 
 
 
 
 
 
 
影
を
望
ん
で
情
を
揣
る
︒ 

⻤
無
隱
謀
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⻤
も
謀
を
隱
す
無
く
︑ 

物
無
遯
形
 
 
 
 
 
 
 
 
 
物
も
形
を
遯
く
無
し
︒ 

武
關
是
闢                  

武
關
を
是
れ
闢
き
︑ 

鴻
⾨
是
寧                  
鴻
⾨
を
是
れ
寧
ず
︒ 

隨
難
滎
陽                  
難
を
滎
陽
に
隨
ひ
︑ 

即
謀
下
⾢
 
 
 
 
 
 
 
 
 
謀
を
下
⾢
に
即
く
︒ 

銷
印
惎
廢                  

印
を
銷
し
て
廢
を
惎を

し

へ
︑      

推
⿑
勸
⽴                  

⿑
を
推
し
て
⽴
て
ん
こ
と
を
勸
む
︒ 

運
籌
固
陵
 
 
 
 
 
 
 
 
 
籌
を
固
陵
に
運
し
︑
  

定
策
東
襲
 
 
 
 
 
 
 
 
 
策
を
定
め
て
東
襲
す
︒ 

三
王
從
⾵                  

三
王
は
⾵
に
從
ひ
︑ 

五
侯
允
集                  

五
侯
は
允
に
集
ま
る
︒ 

霸
楚
寔
喪                  

霸
楚
は
寔
に
喪
び
︑ 

皇
漢
凱
⼊
 
 
 
 
 
 
 
 
 

皇
漢
は
凱
⼊
す
︒ 

怡
顏
⾼
覽
 
 
 
 
 
 
 
 
 
顏
を
怡
し
て
⾼
く
覽
て
︑ 
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彌
翼
鳳
戢
 
 
 
 
 
 
 
 
 
翼
を
彌
め
て
鳳
の
ご
と
く
戢を

さ

む
︒
  

託
跡
⿈
⽼
 
 
 
 
 
 
 
 
 
跡
を
⿈
⽼
に
託
し
︑ 

辭
世
卻
⽴
 
 
 
 
 
 
 
 
 
世
を
辭
し
⽴
を
卻
く
︒ 

︵
陸
機
﹁
漢
⾼
祖
功
⾂
頌
﹂
張
良
頌
︑﹃
⽂
選
﹄
卷
四
⼗
七
︶ 

 

 
こ
こ
で
も
陸
機
は
張
良
の
功
績
に
つ
い
て
﹁
漢
書
述
﹂
を
踏
襲
し
て
い
る
︒
具
體
的
に
は
︑
劉
邦
の
武
關
⼊
り
や
鴻
⾨
の
會
の
脱
出

の
補
佐
︑
劉
邦
に
酈
⾷
其
が
作
�
た
諸
侯
の
印
を
壞
さ
せ
︑
韓
信
に
印
を
授
け
た
︵
⿑
王
に
封
じ
た
︶
こ
と
︑
更
に
垓
下
に
諸
侯
を
招

集
し
た
こ
と
を
述
べ
る
︒
語
彙
の
⾯
で
も
﹁
武
關
﹂﹁
鴻
⾨
﹂﹁
推
⿑
﹂﹁
銷
印
﹂
な
ど
﹁
漢
書
述
﹂
の
表
現
を
明
ら
か
に
踏
襲
す
る
︒ 

も
ち
ろ
ん
陸
機
は
完
全
に
班
固
の
論
調
に
從
�
た
わ
け
で
は
な
い
︒
こ
れ
に
つ
い
て
も
︑
功
⾂
の
配
列
及
び
語
彙
の
踏
襲
か
ら
窺
う

こ
と
が
で
き
る
︒ 

ま
ず
配
列
に
つ
い
て
︑
最
後
の
七
⼈
︑
卽
ち
﹃
漢
書
﹄
に
⽴
傳
さ
れ
な
か
�
た
七
⼈
は
︑﹁
陳
平
傳
﹂
に
收
め
ら
れ
る
魏
無
知
を
除
き
︑

主
に
卷
⼀
﹁
⾼
帝
紀
﹂
に
登
場
す
る
⼈
物
に
集
中
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
⼈
物
た
ち
の
配
列
は
︑﹁
⾼
帝
紀
﹂
に
お
け
る
登
場
順
と
⼀
致

す
る
︒
董
公
は
漢
三
年
︵
紀
元
前
⼆
〇
四
︶
三
⽉
に
項
⽻
討
伐
の
決
意
を
固
め
さ
せ
︑
隨
何
は
同
年
四
⽉
に
黥
布
を
說
得
し
て
漢
に
歸

順
さ
せ
︑
轅
⽣
は
漢
四
年
五
⽉
︑
滎
陽
の
戰
役
直
後
に
項
⽻
を
倒
伐
の
⽅
針
を
作
り
︑
紀
信
・
周
苛
は
こ
の
滎
陽
の
戰
役
で
忠
誠
を
盡

く
し
て
項
⽻
に
虐
殺
さ
れ
︑
侯
公
は
漢
五
年
九
⽉
に
︑
項
⽻
を
說
得
し
て
劉
太
公
と
呂
后
を
返
還
さ
せ
た
︒
い
ず
れ
も
漢
⾼
祖
の
天
下

統
⼀
の
過
程
で
肝
要
な
功
績
を
⽴
て
て
お
り
︑
前
の
功
⾂
と
同
じ
よ
う
に
稱
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
︒ 

次
に
語
彙
に
つ
い
て
︑
陸
機
は
﹁
漢
書
述
﹂
に
お
け
る
功
⾂
當
⼈
の
記
述
を
踏
襲
す
る
の
み
な
ら
ず
︑
類
似
す
る
點
が
あ
れ
ば
他
者

の
記
述
も
延
引
し
て
い
る
︒
他
者
か
ら
の
踏
襲
に
は
⼆
種
類
が
あ
る
︒
⼀
つ
は
︑
班
固
と
觀
點
が
⼀
致
し
な
い
場
合
︑
他
者
の
﹁
述
﹂

に
陸
機
の
觀
點
に
適
う
語
彙
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
踏
ま
え
る
︑
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
曹
參
に
つ
い
て
﹁
漢
書
述
﹂
が
彼
の
軍

事
的
才
能
に
あ
ま
り
⾔
及
し
な
い
た
め
︑
陸
機
は
漢
武
帝
時
代
の
名
將
霍
去
病
の
﹁
述
﹂
を
援
⽤
し
て
こ
れ
を
讚
え
て
い
る
︒ 
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平
陽
⽞
默                

 
平
陽
は
⽞
默
し
︑ 

繼
⽽
弗
⾰                

 
繼
ぎ
て
⾰
ま
ら
ず
︒ 

⺠
⽤
作
歌                

 
⺠
は
⽤
て
歌
を
作
り
︑ 

化
我
淳
德               

  

我
が
淳
德
に
化
す
︒ 

︵﹃
漢
書
﹄
卷
⼀
百
敘
傳
︑﹁
述
蕭
何
曹
參
傳
第
九
﹂︶ 

票
騎
冠
軍                  

票
騎
の
冠
軍
︑ 

猋
勇
紛
紜                  

猋
勇
た
り
紛
紜
た
り
︒ 

⻑
驅
六
擧                  

⻑
驅
し
て
六
た
び
擧
げ
︑ 

電
擊
雷
震                  

電
の
ご
と
く
擊
し
雷
の
ご
と
く
震
ふ
︒ 

飲
⾺
瀚
海                  
⾺
を
瀚
海
に
飲
へ
︑ 

封
狼
居
⼭
 
 
 
 
 
 
 
 
 
狼
居
⼭
に
封
ず
︒ 

⻄
規
⼤
河
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⻄
の
か
た
⼤
河
を
規
り
︑ 

列
郡
祁
連
 
 
 
 
 
 
 
 
 
郡
を
祁
連
に
列
ぬ
︒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

︵﹃
漢
書
﹄
卷
⼀
百
敘
傳
︑﹁
述
衛
⻘
霍
去
病
傳
傳
第
⼆
⼗
五
﹂︶ 

 ⻑
驅
河
朔                  

河
朔
を
⻑
驅
し
︑ 

電
擊
壤
東                  

壤
東
を
電
擊
す
︒ 

協
策
淮
陰                  

策
を
淮
陰
に
協
せ
︑ 

亞
跡
蕭
公                  

跡
を
蕭
公
に
亞
ぐ
︒ 

 
︵
陸
機
﹁
漢
⾼
祖
功
⾂
頌
﹂
曹
參
頌
︑﹃
⽂
選
﹄
卷
四
⼗
七
︶ 

 

班
固
は
曹
參
が
宰
相
と
し
て
蕭
何
の
政
策
を
引
繼
い
だ
⾯
を
取
る
が
︑陸
機
は
彼
の
建
國
時
期
の
武
勲
を
重
視
し
た
︒故
に﹃
漢
書
﹄
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﹁
述
霍
去
病
傳
﹂
の
﹁
⻑
驅
﹂
や
﹁
電
擊
﹂
な
ど
霍
去
病
の
匈
奴
遠
征
時
の
⾏
軍
の
速
さ
を
形
容
す
る
語
彙
を
︑﹁
功
⾂
頌
﹂
に
お
け
る

曹
參
評
價
に
援
⽤
し
た
の
で
あ
る
︒ 

な
お
︑
班
固
と
觀
點
が
⼀
致
す
る
場
合
で
あ
�
て
も
︑
他
者
の
﹁
述
﹂
を
援
引
す
る
こ
と
が
あ
る
︒
前
に
引
⽤
し
た
通
り
︑
陸
機
は

韓
信
・
彭
越
・
黥
布
に
つ
い
て
︑
班
固
と
同
じ
く
﹁
⾼
位
﹂
に
相
應
す
る
﹁
德
﹂
が
彼
ら
に
無
か
�
た
こ
と
を
批
判
す
る
︒
し
か
し
︑

陸
機
は
こ
の
三
⼈
の
﹁
述
﹂
以
外
に
も
︑
ま
た
張
湯
・
張
安
世
⽗
⼦
の
﹁
述
﹂
を
踏
襲
し
て
い
る
︒ 

 

既
成
寵
祿                  

既
に
寵
祿
を
成
し
︑ 

亦
羅
咎
慝                  

亦
た
咎
慝
に
羅
る
︒ 

安
世
溫
良                  

安
世 

溫
良
た
り
︑ 

塞
淵
其
德
 
 
 
 
 
 
 
 
 
其
の
德
を
淵
に
塞
ぐ
︒ 

⼦
孫
遵
業
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⼦
孫
業
に
遵
ひ
︑ 

全
祚
保
國
 
 
 
 
 
 
 
 
 
祚
を
全
う
し
て
國
を
保
つ
︒ 

︵﹃
漢
書
﹄
卷
⼀
百
敘
傳
︑﹁
述
張
湯
傳
第
⼆
⼗
九
﹂︶ 

元
兇
既
夷                  

元
兇
は
既
に
夷た

い
ら

ぎ
︑ 

寵
祿
來
假                  

寵
祿
は
來
た
り
假い

た

る
︒ 

保
⼤
全
祚                  

⼤
を
保
ち
祚
を
全
う
す
る
は
︑ 

⾮
德
孰
可                  

德
に
⾮
ず
ん
ば
孰
か
可
な
ら
ん
︒ 

謀
之
不
臧                  

謀
は
之
れ
臧よ

か
ら
ず
︑ 

舍
福
取
禍                  

福
を
舍
て
て
禍
を
取
る
︒ 
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︵
陸
機
﹁
漢
⾼
祖
功
⾂
頌
﹂
韓
信
・
彭
越
・
黥
布
頌
︑﹃
⽂
選
﹄
卷
四
⼗
七
︶ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

武
宣
の
世
の
張
湯
・
張
安
世
⽗
⼦
は
共
に
⾼
位
に
登
�
た
︒
た
だ
し
︑
酷
吏
で
あ
�
た
張
湯
は
漢
武
帝
の
寵
愛
を
賜
�
た
も
の
の
︑

多
く
の
⼈
の
恨
み
を
買
�
て
下
獄
し
︑
⾃
害
す
る
︒
⼀
⽅
︑
彼
の
息
⼦
の
張
安
世
は
⼀
⽣
謹
ん
だ
た
め
に
却
�
て
平
穏
に
暮
ら
し
︑
ま

る
で
正
反
對
の
結
末
を
迎
え
た
︒
陸
機
の
頌
⽂
の
﹁
寵
祿
﹂﹁
全
祚
﹂
な
ど
の
語
彙
は
︑
班
固
﹁
述
張
湯
傳
﹂
で
⽤
い
ら
れ
た
も
の
を
借

り
て
韓
・
彭
・
黥
を
評
價
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒ 

前
節
に
既
に
述
べ
た
よ
う
に
︑﹁
功
⾂
頌
﹂
が
踏
襲
し
た
史
述
贊
の
⽂
體
は
︑
讀
者
に
と
�
て
內
容
が
⼀
⽬
瞭
然
に
理
解
で
き
︑
ま
た

覺
え
や
す
い
と
い
う
効
果
も
あ
る
︒
陸
機
の
頌
が
⽂
體
だ
け
で
な
く
︑
語
彙
も
﹁
漢
書
述
﹂
を
踏
襲
す
る
こ
と
に
よ
�
て
︑
そ
の
讀
者

は
﹁
漢
書
述
﹂
で
⾏
わ
れ
て
い
る
評
價
に
對
す
る
印
象
を
深
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
た
﹁
漢
書
述
﹂
に
擧
げ
ら
れ
て
い
な
い
⼈
物

を
補
充
し
評
價
す
る
こ
と
で
︑﹃
漢
書
﹄
に
獨
⽴
し
た
傳
は
な
い
も
の
の
︑
漢
⾼
祖
に
對
す
る
重
要
な
功
績
を
⽴
て
た
⼈
物
を
理
解
し
︑

彼
ら
に
よ
る
建
國
の
過
程
を
容
易
に
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
卽
ち
こ
の
頌
を
讀
む
こ
と
に
よ
�
て
︑﹃
漢
書
﹄
に
記
載
さ
れ
た
建
國

の
功
⾂
に
關
す
る
知
識
を
記
憶
し
︑
さ
ら
に
當
時
の
歷
史
を
全
⾯
的
に
︑
簡
便
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒
で
は
︑
こ
の

頌
⽂
の
讀
者
と
は
⼀
體
何
者
で
あ
ろ
う
か
︒ 

 

第
三
節  

帝
王
學
と
し
て
の
﹁
漢
⾼
祖
功
⾂
頌
﹂ 

 

既
に
述
べ
た
と
お
り
︑こ
の
頌
⽂
は﹁
君
主
に
對
す
る
樣
々
な
⼈
材
が
重
要
で
あ
る
こ
と
﹂を
主
旨
と
し
た
も
の
で
あ
る
︒﹁
功
⾂
頌
﹂

の
中
で
は
功
⾂
た
ち
の
樣
々
な
點
が
稱
讚
さ
れ
る
︒
そ
の
多
樣
性
は
主
に
役
割
・
⾝
分
・
武
勳
な
ど
か
ら
看
取
で
き
る
る
︒
役
割
の
視

點
か
ら
⾒
れ
ば
︑
例
え
ば
︑
蕭
何
は
政
治
家
で
あ
り
︑
曹
參
は
武
將
で
あ
り
︑
張
良
と
陳
平
は
軍
師
で
あ
り
︑
酈
⾷
其
と
陸
賈
は
論
客

で
あ
り
︑
劉
敬
と
叔
孫
通
は
政
策
や
禮
儀
を
定
め
た
⼈
物
で
あ
る
︒
 
 
  

⾝
分
の
視
點
か
ら
⾒
れ
ば
︑
功
⾂
の
中
に
は
張
良
・
韓
王
信
の
よ
う
な
舊
貴
族
出
⾝
の
者
も
い
る
が
︑
更
に
多
い
の
は
︑
韓
信
・
彭

越
と
い
�
た
無
頼
漢
や
︑
⽝
の
屠
殺
を
し
て
い
た
樊
噲
︑
厩
舎
係
で
あ
�
た
夏
侯
嬰
︑
商
販
で
あ
�
た
灌
嬰
︑
庸
夫
で
あ
�
た
酈
商
な
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ど
︑
卑
し
い
⾝
分
の
⼈
々
で
あ
る
︒ 

武
勳
の
視
點
か
ら
⾒
れ
ば
︑
韓
信
・
彭
越
・
黥
布
な
ど
天
下
⼀
の
武
將
が
い
る
⼀
⽅
で
︑
紀
信
・
周
苛
の
よ
う
な
⾃
ら
を
犠
牲
に
劉

邦
の
危
機
を
救
�
た
⼈
物
も
い
る
︒
⾼
祖
は
こ
れ
ら
の
⼈
材
を
得
た
の
で
︑
漢
王
朝
を
⽴
て
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
︒
お
そ
ら
く

陸
機
が
こ
の
頌
⽂
を
通
じ
て
說
こ
う
と
し
て
い
る
の
は
︑
單
に
漢
代
の
話
で
は
な
く
︑
普
遍
的
な
帝
王
學
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
主

旨
に
つ
い
て
︑
頌
⽂
の
最
後
に
次
の
よ
う
に
總
述
し
て
い
る
︒ 

 

震
⾵
過
物                  

震
⾵
は
物
を
過
ぎ
︑ 

清
濁
效
響                  

清
濁
は
響
き
を
效
す
︒ 

⼤
⼈
于
興                  

⼤
⼈
の
興
る
に
于
け
る
や
︑ 

利
在
攸
往                  
利
は
攸
往
に
在
り
︒ 

弘
海
者
川                  
海
を
弘
む
る
者
は
川
︑ 

崇
⼭
惟
壤                  
⼭
を
崇
く
す
る
は
惟
れ
壤
な
り
︒ 

韶
護
錯
⾳                  

韶
護
は
⾳
を
錯
へ
︑ 

袞
⿓
⽐
象                  

袞
⿓
は
象
を
⽐
す
︒ 

明
明
衆
哲                  

明
明
た
り
衆
哲
︑      

同
濟
天
網                  

同
じ
く
天
網
を
濟
す
︒ 

劍
宣
其
利                  

劍
は
其
の
利
を
宣
べ
︑ 

鑒
獻
其
朗                  

鑒
は
其
の
朗
を
獻
ず
︒ 

⽂
武
四
充                  

⽂
武
は
四
に
充
ち
︑ 

漢
祚
克
廣                  

漢
祚
は
克
く
廣
し
︒ 

悠
悠
遐
⾵                  

悠
悠
た
る
遐
⾵
︑ 

千
載
是
仰                  

千
載
是
れ
仰
ぐ
︒ 
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︵
陸
機
﹁
漢
⾼
祖
功
⾂
頌
﹂
總
論
︑﹃
⽂
選
﹄
卷
四
⼗
七
︶ 

 
こ
の
⼀
段
落
は
賢
明
な
君
主
に
樣
々
な
⾂
下
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
中
國
古
代
か
ら
既
に
帝
王
學

と
し
て
頻
繁
に
說
か
れ
て
お
り
︑陸
機
は
こ
の
總
述
で
先
秦
の
經
典
を
多
く
引
⽤
し
て
い
る
︒例
え
ば
⼀
句
⽬
の﹁
震
⾵
は
物
を
過
ぎ
︑

清
濁
は
響
を
效
す
﹂
は
︑﹃
⽂
選
﹄
李
善
注
に
よ
る
と
︑﹃
⽂
⼦
﹄
⾃
然
篇
を
踏
ま
え
て
い
る
と
い
う
︒ 

 

﹃
⽂
⼦
﹄
⽈
︑
昔
堯
之
治
天
下
也
︒
舜
爲
司
徒
︑
契
爲
司
⾺
︑
禹
爲
司
空
︑
后
稷
爲
⽥
疇
︑
奚
仲
爲
⼯
師
︒
是
以
離
叛
者
寡
︑
聽

從
者
衆
︑
若
⾵
之
過
簫
︑
忽
然
感
之
︒
各
以
清
濁
應
物
也
︒ 

﹃
⽂
⼦
﹄
に
⽈
く
︑
昔
︑
堯
の
天
下
を
治
む
る
や
︑
舜
は
司
徒
と
爲
り
︑
契
は
司
⾺
と
爲
り
︑
禹
は
司
空
と
爲
り
︑
后
稷
は
⽥

疇
と
爲
り
︑
奚
仲
は
⼯
師
と
爲
る
︒
是
を
以
て
離
叛
す
る
者
は
寡
く
︑
聽
き
從
ふ
者
は
衆
し
︒
⾵
の
簫
を
過
ぐ
る
が
若
く
︑
忽

然
と
し
て
之
に
感
じ
︑
各
々
清
濁
を
以
て
物
に
應
ず
る
な
り
︒ 

︵﹃
⽂
選
﹄
卷
四
⼗
七
︑﹁
震
⾵
過
響
﹂
に
つ
い
て
の
李
善
注
︶ 

 

古
代
の
堯
は
舜
・
禹
・
后
稷
・
奚
仲
な
ど
の
賢
者
た
ち
に
⽀
え
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
︑
よ
く
天
下
の
萬
⺠
を
治
め
得
た
の
で
あ
る
︒ 

ま
た
︑﹁
海
を
弘
む
る
者
は
川
︑
⼭
を
崇
ふ
す
る
は
惟
れ
壤
な
り
﹂
は
﹃
管
⼦
﹄
形
勢
篇
を
踏
ま
え
て
い
る
︒ 

 

海
不
辭
⽔
︑
故
能
成
其
⼤
︑
⼭
不
辭
⼟
︑
故
能
成
其
⾼
︒
明
主
不
厭
⼈
︑
故
能
成
其
衆
︒ 

海
は
⽔
を
辭
せ
ず
︑
故
に
能
く
其
の
⼤
を
成
す
︒
⼭
は
⼟
を
辭
せ
ず
︑
故
に
能
く
其
の
⾼
き
を
成
す
︒
明
主
は
⼈
を
厭
は
ず
︑

故
に
能
く
其
の
衆
を
成
す
︒ 

︵﹃
⽂
選
﹄
卷
四
⼗
七
︑﹁
弘
海
者
川
﹂
に
つ
い
て
の
李
善
注
︶ 

 

明
主
と
⼈
材
の
關
係
は
⼭
と
⼟
︑
海
と
⽔
の
關
係
に
等
し
い
︒ 
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更
に
︑﹁
韶
護
は
⾳
を
錯
へ
﹂
の
⼀
句
は
︑﹃
漢
書
﹄
禮
樂
志
序
に
﹁
舜
は
韶
を
作
り
︑
禹
は
夏
を
作
り
︑
湯
は
濩
を
作
る
︵
舜
作
招
︑

禹
作
夏
︑
湯
作
濩
︶﹂
の
典
故
を
踏
ま
え
︑
古
代
の
帝
王
の
美
し
い
⾳
樂
は
樣
々
な
⾳
を
交
じ
え
て
作
ら
れ
た
こ
と
を
述
べ
る
︒﹁
袞
⿓

は
象
を
⽐
す
﹂
は
﹃
周
禮
﹄
春
官
宗
伯
の
﹁
王
の
吉
服…

…

先
王
を
享
す
れ
ば
︑
則
ち
袞
冕
な
り
︵
王
之
吉
服…

…

享
先
王
︑
則
袞
冕
︶﹂

を
踏
ま
え
︑
天
⼦
の
美
し
い
服
は
五
⾊
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
︒
こ
れ
ら
は
全
て
天
⼦
と
⼈
材
の
關
係
を
⽐
喩
し
た
も

の
で
あ
る
︒ 

天
⼦
に
と
�
て
⼈
材
の
重
要
性
は
單
に
漢
代
だ
け
で
は
な
く
︑
古
代
よ
り
既
に
普
遍
的
な
帝
王
學
の
⼀
部
で
あ
る
︒
こ
の
頌
⽂
の
主

旨
に
鑑
み
れ
ば
︑
そ
の
讀
者
は
皇
帝
或
い
は
將
來
皇
帝
に
な
る
皇
太
⼦
で
あ
る
可
能
性
が
⾼
い
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
作
品
は
陸
機
個
⼈
の

趣
味
に
基
づ
い
て
で
は
な
く
︑
當
時
の
﹃
漢
書
﹄
學
の
背
景
に
基
づ
い
て
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 

周
知
の
通
り
︑
漢
魏
六
朝
時
代
に
は
史
學
が
盛
ん
に
な
り
︑
樣
々
な
史
書
が
著
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
︑
史
學
に
關
わ
る
學
問
も
重
要

視
さ
れ
て
い
た
︒
特
に
﹃
漢
書
﹄
は
こ
の
時
期
に
經
書
の
よ
う
に
師
法
に
よ
�
て
傳
習
さ
れ
て
い
る
︒
吉
川
忠
夫
が
﹁﹃
漢
書
﹄
が
な
ん

ら
か
の
實
際
の
刑
政
に
役
だ
た
し
め
る
書
物
と
し
て
︑
い
わ
ば
實
⽤
の
書
物
と
し
て
讀
ま
れ
る
場
合
の
あ
�
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
︒

事
實
︑
そ
れ
は
し
ば
し
ば
爲
政
者
や
權
利
者
の
愛
讀
書
と
な
り
︑
帝
王
學
の
書
と
も
な
�
た
﹂
と
說
く
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う

︵
13
︶︒
こ
こ
の
﹁
帝
王
學
の
書
﹂
と
い
う
視
點
は
︑
陸
機
が
﹁
功
⾂
頌
﹂
を
創
作
す
る
際
に
﹃
漢
書
﹄
を
參
照
し
た
理
由
を
考
察
す
る

上
で
︑
⾮
常
に
⽰
唆
的
な
意
⾒
で
あ
る
︒ 

陸
機
は
具
體
的
に
誰
の
た
め
に
こ
の
頌
を
執
筆
し
た
の
か
︒
陸
機
は
元
々
吳
の
出
⾝
で
あ
る
が
︑
仕
宦
し
て
い
た
の
は
主
に
⻄
晉
朝

で
あ
り
︑
彼
に
と
�
て
皇
帝
と
⾔
え
る
の
は
︑
惠
帝
司
⾺
衷
と
後
に
愍
懷
太
⼦
と
呼
ば
れ
る
當
時
の
皇
太
⼦
司
⾺
遹
で
あ
る
︒
彼
ら
の

中
の
い
ず
れ
か
に
向
け
て
︑
こ
の
頌
が
作
ら
れ
た
可
能
性
は
⾼
い
︒
こ
れ
に
關
す
る
⼿
が
か
り
と
し
て
︑
こ
の
頌
⽂
は
漢
⾼
祖
の
功
⾂

に
つ
い
て
の
頌
で
あ
る
が
︑
劉
邦
が
亡
く
な
�
た
後
の
呂
⽒
の
亂
も
提
起
し
て
い
る
點
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
︒
頌
⽂
の
中
で
︑
陳
平
・

王
陵
・
周
勃
・
陸
賈
に
つ
い
て
︑
彼
ら
が
呂
⽒
の
亂
を
平
定
し
た
功
績
を
稱
え
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
王
陵
は
︑ 

 

安
國
違
親                  

安
國
は
親
を
違
り
︑ 

悠
悠
我
思
 
 
 
 
 
 
 
 
 
悠
悠
た
る
我
が
思
ひ
︒ 
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依
依
哲
⺟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
依
依
た
り
哲
⺟
︑ 

既
明
且
慈
 
 
 
 
 
 
 
 
 

既
に
明
に
し
て
且
つ
慈
し
み
あ
り
︒ 

引
⾝
伏
劍
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⾝
を
引
き
て
劍
に
伏
し
︑ 

永
⾔
固
之
 
 
 
 
 
 
 
 
 
永
く
⾔
に
之
を
固
う
す
︒ 

淑
⼈
君
⼦
 
 
 
 
 
 
 
 
 
淑
⼈
君
⼦
は
︑ 

實
邦
之
基
 
 
 
 
 
 
 
 
 
實
に
邦
の
基
な
り
︒ 

義
形
於
⾊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
義
は
⾊
に
形
れ
︑ 

憤
發
于
辭
 
 
 
 
 
 
 
 
 
憤
り
は
辭
に
發
す
︒ 

主
亡
與
亡
 
 
 
 
 
 
 
 
 
主
亡
ぶ
と
き
は
與
に
亡
ぶ
︑ 

末
命
是
期
 
 
 
 
 
 
 
 
 
末
命
を
是
れ
期
す
︒ 

︵
陸
機
﹁
漢
⾼
祖
功
⾂
頌
﹂
王
陵
頌
︑﹃
⽂
選
﹄
卷
四
⼗
七
︶  

と
あ
り
︑
周
勃
は
︑ 

 

絳
侯
質
⽊                  

絳
侯
は
質
⽊
に
し
て
︑ 

    

多
略
寡
⾔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
略
は
多
く
し
て
⾔
は
寡
し
︒ 

曾
是
忠
勇
 
 
 
 
 
 
 
 
 
曾
ち
是
れ
忠
勇
に
し
て
︑ 

惟
帝
攸
歎
 
 
 
 
 
 
 
 
 
惟
れ
帝
歎
ず
る
攸
な
り
︒ 

    

雲
騖
靈
丘
 
 
 
 
 
 
 
 
 

雲
の
ご
と
く
靈
丘
に
騖
せ
︑ 

 
 

景
逸
上
蘭
 
 
 
 
 
 
 
 
 
景
の
ご
と
く
上
蘭
に
逸
ぐ
︒ 

    

平
代
禽
豨
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代
を
平
ら
げ
豨
を
禽
へ
︑ 

    

奄
有
燕
韓
 
 
 
 
 
 
 
 
 
奄
に
燕
韓
を
有
つ
︒ 
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寧
亂
以
武
 
 
 
 
 
 
 
 
 
亂
を
寧
ず
る
に
武
を
以
て
し
︑ 

斃
呂
以
權
 
 
 
 
 
 
 
 
 
呂
を
斃
す
に
權
を
以
て
す
︒ 

滌
穢
紫
宮
 
 
 
 
 
 
 
 
 
穢
を
紫
宮
に
滌
ぎ
︑ 

徴
帝
太
原
 
 
 
 
 
 
 
 
 

帝
を
太
原
に
徴
す
︒ 

實
惟
太
尉
 
 
 
 
 
 
 
 
 
實
に
惟
れ
太
尉
︑ 

劉
宗
以
安
 
 
 
 
 
 
 
 
 
劉
宗
は
以
て
安
し
︒ 

挾
功
震
主
 
 
 
 
 
 
 
 
 
功
を
挾
ん
で
主
を
震
は
す
は
︑ 

⾃
古
所
難
 
 
 
 
 
 
 
 
 
古
よ
り
難
し
と
す
る
所
︒ 

勳
耀
上
代
 
 
 
 
 
 
 
 
 
勳
は
代
に
耀
き
︑ 

⾝
終
下
藩
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⾝
は
下
藩
に
終
る
︒ 

︵
陸
機
﹁
漢
⾼
祖
功
⾂
頌
﹂
周
勃
頌
︑﹃
⽂
選
﹄
卷
四
⼗
七
︶ 

 

と
あ
る
︒ 

陸
機
は
な
ぜ
呂
⽒
の
亂
ま
で
說
い
て
い
る
の
か
︒
こ
れ
は
⻄
晉
朝
初
代
の
武
帝
が
亡
く
な
�
た
直
後
に
楊
太
后
⼀
族
が
煽
�
た
動
亂

を
容
易
に
連
想
さ
せ
る
︒﹃
晉
書
﹄
卷
四
﹁
惠
帝
紀
﹂
に
は
︑
永
平
元
年
︵
⼆
九
⼀
︶
三
⽉
か
ら
元
康
⼆
年
︵
⼆
九
⼆
︶
⼆
⽉
ま
で
の
︑

い
わ
ゆ
る
廣
義
の
⼋
王
の
亂
の
開
始
と
呼
ぶ
ク
Ñ
デ
タ
Ñ
を
記
載
す
る
︵
14
︶︒
こ
の
ク
Ñ
デ
タ
Ñ
は
︑
最
終
的
に
楊
太
后
⼀
族
及
び

汝
南
王
司
⾺
亮
︑
楚
王
司
⾺
瑋
の
死
に
よ
�
て
收
束
し
た
︵
15
︶︒
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
︑
陸
機
が
こ
の
動
亂
の
發
⽣
し
た
時

期
に
太
⼦
洗
⾺
を
務
め
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
本
論
⽂
序
章
第
⼆
節
に
論
じ
た
よ
う
に
︑
陸
機
は
元
康
元
年
の
夏
・
秋
の
頃
か
ら
元
康

四
年
の
秋
ま
で
︑
東
宮
の
屬
官
で
あ
る
太
⼦
洗
⾺
と
し
て
仕
え
て
い
た
︒
太
⼦
洗
⾺
と
い
う
官
職
は
︑﹃
晉
書
﹄
卷
⼆
⼗
四
﹁
職
官
志
﹂

に
﹁
職
は
謁
者
秘
書
の
如
く
︑
圖
籍
を
掌
る
︒
釋
奠
︑
講
經
︑
則
ち
其
の
事
を
掌
る
︵
職
如
謁
者
秘
書
︑
掌
圖
籍
︒
釋
奠
︑
講
經
︑
則

掌
其
事
︶﹂
と
あ
る
︒
つ
ま
り
⽂
書
や
講
學
の
儀
禮
を
掌
る
⽂
職
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
︑
帝
王
學
を
講
じ
る
對
象
は
皇
帝
と
い
う
よ
り
皇

太
⼦
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
漢
書
﹄
を
通
じ
て
皇
太
⼦
に
帝
王
學
を
學
ば
せ
る
こ
と
は
︑
魏
晉
期
に
よ
く
⾏
わ
れ
て
い
た
︒ 
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第
四
節  

魏
晉
期
に
お
け
る
﹃
漢
書
﹄
を
學
ぶ
傳
統 

 

 
三
國
時
代
︑﹃
漢
書
﹄
は
既
に
皇
太
⼦
た
ち
の
必
讀
書
と
な
り
︑
⻄
晉
に
⼊
る
と
史
書
に
明
確
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
�
た
も
の

の
︑
詩
⽂
資
料
に
基
づ
け
ば
︑
屢
々
﹃
漢
書
﹄
が
活
⽤
さ
れ
た
情
況
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
時
期
の
﹃
漢
書
﹄
は
先
に
吉

川
⽒
が
論
じ
た
通
り
︑
實
⽤
や
帝
王
學
を
學
ぶ
こ
と
を
⽬
的
と
し
て
讀
ま
れ
て
い
た
︒
ま
ず
︑
三
國
時
代
の
魏
の
曹
丕
・
蜀
の
劉
禪
・

吳
の
孫
登
を
例
と
し
て
︑
當
時
の
皇
太
⼦
が
﹃
漢
書
﹄
を
學
ぶ
狀
況
を
檢
討
し
て
み
よ
う
︒
ま
ず
︑
曹
丕
に
つ
い
て
︑﹃
三
國
志
﹄
卷
⼆

魏
書
﹁
⽂
帝
紀
﹂
裴
松
之
注
が
引
⽤
す
る
曹
丕
﹁
典
論
⾃
敘
﹂
の
中
に
以
下
の
記
述
が
あ
る
︒ 

 

余
是
以
少
誦
詩
︑
論
︑
及
⻑
⽽
備
歷
五
經
︑
四
部
︑
史
︑
漢
︑
諸
⼦
百
家
之
⾔
︑
靡
不
畢
覽
︒ 

余
是
れ
を
以
て
少
き
と
き
詩
・
論
を
誦
じ
︑
⻑
に
及
び
て
備
に
五
經
・
四
部
を
歷
て
︑
史
・
漢
・
諸
⼦
百
家
の
⾔
︑
畢
く
覽
ざ

る
こ
と
な
し
︒ 

 

こ
の
曹
丕
本
⼈
の
記
述
に
よ
る
と
︑
具
體
的
な
年
齡
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
︑
少
年
時
期
に
五
經
︑
四
部
な
ど
儒
家
經
典
を
學
び
︑

續
い
て
⾃
ら
﹁
史
漢
﹂
す
な
わ
ち
﹃
史
記
﹄
や
﹃
漢
書
﹄
を
讀
ん
だ
と
述
べ
る
︒ 

次
に
︑
劉
禪
に
つ
い
て
︑﹃
三
國
志
﹄
卷
三
⼗
⼆
蜀
書
﹁
先
主
傳
﹂
裴
松
之
注
に
引
⽤
す
る
劉
備
﹁
遺
詔
﹂
の
中
に
︑
以
下
の
記
述
が

あ
る
︒ 

 

汝
⽗
德
薄
︑
勿
效
之
︒
可
讀
﹃
漢
書
﹄︑﹃
禮
記
﹄︑
閑
暇
歷
觀
諸
⼦
及
﹃
六
韜
﹄︑﹃
商
君
書
﹄︒ 

 
 
 
汝
の
⽗
は
德
薄
く
︑
之
を
效
ふ
こ
と
勿
れ
︒﹃
漢
書
﹄︑﹃
禮
記
﹄
を
讀
み
︑
閑
暇
な
ら
ば
諸
⼦
及
び
﹃
六
韜
﹄・﹃
商
君
書
﹄
を
歷

觀
す
べ
し
︒ 
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劉
備
本
⼈
は
本
を
好
ま
な
か
�
た
が
︑
章
武
三
年
︵
⼆
⼆
三
︶
臨
終
の
際
に
︑
當
時
⼗
七
歳
の
太
⼦
劉
禪
に
樣
々
な
書
物
を
讀
む
よ

う
命
じ
︑
そ
の
中
に
﹃
漢
書
﹄
も
含
ま
れ
て
い
た
︒ 

吳
の
孫
登
に
つ
い
て
は
︑﹃
三
國
志
﹄
卷
五
⼗
九
︑
吳
書
﹁
孫
登
傳
﹂
に
︑
以
下
の
記
述
が
あ
る
︒ 

 

魏
⿈
初
⼆
年
︑
以
權
爲
吳
王
︑…

…

是
歲
︑
⽴
登
爲
太
⼦
︑
選
置
師
傅…

…

權
欲
登
讀
﹃
漢
書
﹄︑
習
知
近
代
之
事
︑
以
張
昭
有
師

法
︑
重
煩
勞
之
︑
乃
令
休
從
昭
受
讀
︑
還
以
授
登
︒ 

魏
の
⿈
初
⼆
年
︵
⼆
⼆
⼀
︶︑
權
を
以
て
吳
王
と
爲
し
︑…

…

是
の
歲
︑
登
を
⽴
て
て
太
⼦
と
爲
し
︑
師
傅
を
選
置
し…

…

權
は

登
の
﹃
漢
書
﹄
を
讀
み
て
︑
近
代
の
事
を
習
知
せ
ん
こ
と
を
欲
し
︑
張
昭
の
師
法
を
有
る
を
以
て
︑
煩
を
重
ね
て
之
を
勞
し
︑

乃
ち
︵
張
︶
休
を
し
て
昭
に
從
ひ
て
讀
を
受
け
︑
還
り
て
以
て
登
に
授
け
し
む
︒ 

 

魏
の
⿈
初
⼆
年
︑
孫
權
は
⼗
六
歳
の
孫
登
を
太
⼦
と
し
︑
張
昭
に
﹃
漢
書
﹄
を
學
ば
せ
︑
後
に
張
昭
が
次
男
の
張
休
に
教
授
し
︑
張

休
が
孫
登
に
教
授
す
る
︑
と
い
う
⽅
法
が
と
ら
れ
て
い
た
︒
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
︑
吳
の
太
⼦
が
﹃
漢
書
﹄
を
學
ぶ
⽅
法
と
し

て
︑師
匠
よ
り
⼀
定
の
師
法
を
以
て
︑﹃
漢
書
﹄の
⽂
書
を
講
讀
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
點
で
あ
る
︒張
昭
⼀
⾨
の
師
法
に
つ
い
て
︑

﹃
三
國
志
﹄
卷
五
⼆
︑
吳
書
﹁
張
休
傳
﹂
裴
松
之
注
が
引
⽤
す
る
﹃
吳
書
﹄
の
中
に
は
︑
ま
た
﹁
休
は
進
み
て
授
け
︑
⽂
義
を
指
摘
し
︑

事
物
を
分
別
し
︑
竝
に
章
條
有
り
︵
休
進
授
︑
指
摘
⽂
義
︑
分
別
事
物
︑
竝
有
章
條
︶﹂
と
い
う
記
述
が
あ
る
︒
⽂
句
の
意
味
を
解
釋
し
︑

原
書
の
通
り
に
讀
み
上
げ
る
の
で
は
な
く
︑
そ
の
仕
組
み
に
拘
ら
ず
︑
⼀
定
の
規
則
に
よ
�
て
︑﹃
漢
書
﹄
中
の
內
容
を
分
類
し
て
纏
め

る
の
で
あ
る
︒
孫
登
に
﹃
漢
書
﹄
を
講
授
す
る
の
は
張
昭
の
次
男
の
張
休
だ
が
︑
彼
の
⻑
男
張
承
は
陸
機
の
外
祖
⽗
で
あ
�
た
︒
陸
機

の
﹃
漢
書
﹄
學
習
法
は
︑
張
⽒
の
師
法
と
關
わ
る
可
能
性
が
⾼
い
︒
特
に
﹁
功
⾂
頌
﹂
は
﹃
漢
書
﹄
の
語
彙
を
踏
ま
え
て
︑
前
漢
の
建

國
に
關
す
る
肝
要
な
⼈
物
を
各
紀
傳
よ
り
ま
と
め
て
い
る
の
は
︑
そ
の
師
法
の
影
響
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒ 

そ
も
そ
も
︑
司
⾺
懿
の
⽗
親
︑
⻄
晉
の
皇
室
で
あ
る
司
⾺
⼀
族
の
祖
先
で
あ
る
司
⾺
防
︵
⼀
四
九
1
⼆
⼀
九
︶
は
﹃
漢
書
﹄
を
好
ん

で
い
た
︒﹃
三
國
志
﹄
卷
⼗
五
︑
魏
志
﹁
司
⾺
朗
傳
﹂
裴
松
之
注
に
引
⽤
す
る
﹁
司
⾺
彪
序
傳
﹂
の
中
に
︑﹁
雅
に
﹃
漢
書
﹄
の
名
⾂
列

傳
を
好
み
︑
諷
誦
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
︑
數
⼗
萬
⾔
な
り
︵
雅
好
﹃
漢
書
﹄
名
⾂
列
傳
︑
所
諷
誦
者
數
⼗
萬
⾔
︶﹂
と
い
う
記
述
が
あ
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る
︒
こ
こ
で
朗
誦
す
る
﹁
諷
誦
﹂
と
い
う
⾔
葉
か
ら
︑﹃
漢
書
﹄
を
既
に
學
ん
だ
こ
と
が
あ
�
た
と
わ
か
る
︒ 

ま
た
︑
司
⾺
懿
の
弟
安
平
王
司
⾺
孚
は
⻄
晉
の
皇
族
で
あ
る
が
︑﹁
⼤
魏
之
純
⾂
﹂
と
宣
⾔
し
た
こ
と
が
有
名
で
あ
る
︒
彼
は
臨
終
の

際
に
﹁
伊
に
あ
ら
ず
︑
周
に
あ
ら
ず
︑
夷
に
あ
ら
ず
︑
惠
に
あ
ら
ず
︵
不
伊
不
周
︑
不
夷
不
惠
︶﹂
と
い
う
遺
令
を
殘
し
て
お
り
︑
⾃
分

が
伊
尹
と
周
公
の
よ
う
な
輔
⾂
に
も
な
れ
ず
︑
伯
夷
と
柳
下
惠
の
よ
う
な
節
を
守
�
た
逸
⺠
に
も
な
れ
な
か
�
た
こ
と
を
嘆
い
た
︒
こ

の
遺
令
の
中
の
﹁
不
伊
不
周
﹂
の
語
は
﹁
漢
書
述
﹂
に
お
け
る
﹁
述
平
帝
紀
﹂
の
中
の
﹁
孝
平 

造 な

ら
ず
︑
新
都 

宰
と
な
り
︒
周
に
あ

ら
ず
伊
に
あ
ら
ず
︑
我
が
四
海
を
喪
う
︵
孝
平
不
造
︑
新
都
作
宰
︒
不
周
不
伊
︑
喪
我
四
海
︶﹂
と
い
う
語
を
踏
ま
え
て
い
る
︒
班
固
は

新
都
侯
王
莽
前
漢
最
後
の
平
帝
の
宰
相
と
し
て
前
漢
を
篡
奪
し
た
こ
と
を
說
い
て
い
る
︒
司
⾺
孚
は
巧
み
に
﹁
漢
書
述
﹂
の
⾔
葉
を
引

⽤
し
て
︑
⾃
分
の
⽣
涯
を
ま
と
め
て
い
る
︒ 

⻄
晉
に
⼊
�
て
も
︑
皇
太
⼦
に
史
書
の
講
學
が
⾏
わ
れ
て
い
る
︒
⻄
晉
初
代
の
皇
太
⼦
は
惠
帝
司
⾺
衷
︵
⼆
七
九
1
三
〇
七
︶
で
あ

る
︒
彼
は
皇
太
⼦
時
期
に
︑
太
尉
・
太
⼦
太
傅
汝
南
王
亮
︑
司
空
・
太
⼦
少
傅
衛
瓘
よ
り
︑
華
嶠
が
編
纂
し
た
﹃
漢
後
書
﹄
を
受
講
し

た
︵
16
︶︒
そ
の
時
期
に
つ
い
て
︑
司
⾺
亮
が
太
尉
︑
衛
瓘
が
司
空
に
な
る
時
點
を
考
え
れ
ば
︑
受
講
時
期
は
太
康
三
年
︵
⼆
⼋
⼆
︶
⼗

⼆
⽉
以
降
の
こ
と
で
あ
る
︵
17
︶︒
こ
の
時
︑
司
⾺
衷
は
既
に
⼆
⼗
四
歳
で
あ
る
︒
彼
の
教
育
經
歷
に
お
い
て
考
え
れ
ば
︑
こ
の
年
に

司
⾺
衷
は
最
後
の
⼀
回
の
講
經
を
完
成
し
て
い
る
︵
18
︶︒
先
⾏
硏
究
に
よ
れ
ば
︑
太
⼦
本
⼈
に
よ
る
儒
家
經
書
の
講
經
は
︑
魏
晉
時

期
か
ら
釋
奠
禮
の
⼀
環
に
な
�
た
︒
釋
奠
禮
を
⾏
う
こ
と
で
︑
皇
帝
た
る
資
格
を
證
明
し
︑
ま
た
天
⼦
に
よ
る
教
化
と
い
う
理
念
を
顯

彰
す
る
︵
19
︶︒
つ
ま
り
︑
司
⾺
衷
は
儒
家
經
典
を
ま
ず
學
び
︑
講
經
を
完
成
し
た
後
に
︑
帝
王
學
と
し
て
の
史
書
を
學
び
始
め
た
の

で
あ
る
︒
⻄
晉
の
他
の
皇
太
⼦
に
つ
い
て
は
︑
史
書
學
習
の
記
載
が
明
確
に
は
殘
�
て
い
な
い
︒
ひ
と
ま
ず
︑
晉
惠
帝
司
⾺
衷
の
事
例

を
參
考
と
し
た
い
︒ 

 

第
五
節  

皇
太
⼦
司
⾺
遹
と
陸
機 

 

⻄
晉
⼆
代
⽬
の
皇
太
⼦
司
⾺
遹
︵
⼆
七
⼋
1
三
〇
〇
︶
が
史
書
を
學
ん
だ
時
期
は
明
確
で
は
な
い
が
︑
他
の
史
料
か
ら
彼
も
各
王
朝
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の
太
⼦
と
同
樣
に
﹃
漢
書
﹄
の
講
學
に
參
加
し
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
︒﹃
晉
書
﹄
卷
九
⼗
⼆
﹁
左
思
傳
﹂
に
﹁
秘
書
監
賈
謐
は
請
ひ

て
﹃
漢
書
﹄
を
講
ず
︵
秘
書
監
賈
謐
請
講
﹃
漢
書
﹄︶﹂
と
い
う
記
述
が
あ
る
︒
興
膳
宏
﹁
潘
岳
年
譜
稿
﹂
と
前
掲
の
俞
⼠
玲
に
よ
る
に

よ
る
と
︑
こ
の
講
學
は
元
康
七
︑
⼋
年
ご
ろ
に
實
施
さ
れ
た
ら
し
い
︵
20
︶︒
そ
し
て
︑
そ
の
主
催
者
は
賈
謐
で
あ
り
︑
ま
た
︑
講
學
の

主
題
は
潘
岳
﹁
於
賈
謐
坐
講
漢
書
詩
﹂︵﹃
藝
⽂
類
聚
﹄
卷
五
⼗
五
﹁
講
談
﹂︶
に
︑﹁
前
疑
惟
れ
辨
じ
︑
舊
史
惟
れ
新
に
す
︒
惟
新
爾
の

史
を
新
た
に
し
︑
既
に
辨
爾
の
疑
ひ
を
辨
ず
︵
前
疑
惟
辨
︑
舊
史
惟
新
︒
惟
新
爾
史
︑
既
辨
爾
疑
︶﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
主
に
晉
朝
國

史
の
編
纂
の
た
め
に
⾏
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
つ
ま
り
皇
太
⼦
の
た
め
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
同
じ
く
こ
の
講
學
の
た
め
に
作
ら
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
陸
機
の
﹁
講
漢
書
﹂︵﹃
北
堂
書
鈔
﹄
卷
九
⼗
⼋
︶
詩
中
に
は
︑﹁
⾦
華
に
稅
駕
し
︑
秘
閣
に
講
學
す
︵
稅
駕
⾦
華
︑
講

學
秘
閣
︶﹂
と
い
う
句
が
あ
る
︒
こ
こ
に
⽰
さ
れ
る
﹁
⾦
華
﹂
と
は
︑﹃
漢
書
﹄
卷
⼋
⼗
⼀
﹁
張
禹
傳
﹂︑
卷
⼀
百
敘
傳
に
記
載
さ
れ
た
︑

漢
成
帝
が
太
⼦
の
時
に
受
講
し
た
⾦
華
殿
を
指
す
︵
21
︶︒
こ
の
﹁
⾦
華
﹂
と
い
う
出
典
か
ら
︑
當
時
太
⼦
が
現
場
に
い
た
姿
が
窺
え

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒ 

ま
た
︑﹃
漢
書
﹄﹁
顏
師
古
敘
﹂
の
中
の
劉
寶
︵
字
道
眞
︑
？
1
三
〇
⼀
︶
と
い
う
⼈
物
に
つ
い
て
︑
顏
師
古
⾃
注
に
﹁
皇
太
⼦
を
侍

ベ
て
﹃
漢
書
﹄
を
講
じ
︑
別
に
﹃
駁
義
﹄
有
り
︵
侍
皇
太
⼦
講
﹃
漢
書
﹄︑
別
有
﹃
駁
義
﹄︶﹂
と
い
う
︒
し
か
し
︑
彼
が
實
際
に
講
讀
を

⾏
�
た
の
は
司
⾺
衷
と
司
⾺
遹
の
ど
ち
ら
が
太
⼦
で
あ
�
た
時
期
か
︑
明
⽰
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
司
⾺
遹
の
可
能
性
が
⾼
い
︵
22
︶︒ 

  

三
國
時
期
の
例
を
參
照
す
れ
ば
︑ま
ず
皇
太
⼦
に
な
�
た
後
に
⼗
六
歳
前
後
に
受
講
可
能
で
あ
る
︒晉
惠
帝
司
⾺
衷
は
永
熙
元
年︵
⼆

九
〇
︶
⼋
⽉
に
司
⾺
遹
を
皇
太
⼦
と
定
め
︑
太
⼦
太
傅
︑
太
⼦
太
師
︑
太
⼦
太
保
な
ど
の
官
職
を
指
定
し
た
︵
23
︶︒
し
か
し
︑
千
⽥
豐

に
よ
る
と
︑
こ
れ
ら
の
太
⼦
師
傅
は
主
に
兼
官
で
あ
り
︑
こ
れ
ら
の
太
⼦
師
傅
た
ち
は
本
來
の
官
職
に
主
に
從
事
す
る
た
め
︑
太
⼦
の

教
育
に
は
實
際
に
は
携
わ
れ
�
て
い
な
い
と
い
う
︒
つ
ま
り
︑
實
際
の
指
導
者
は
他
に
い
る
︵
24
︶︒ 

ま
た
︑
既
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
惠
帝
司
⾺
衷
は
︑
童
蒙
時
期
に
ま
ず
儒
家
經
書
を
學
び
︑
史
書
の
勉
強
は
經
書
講
經
︑
釋
奠
禮
の
後

と
思
わ
れ
る
︒
司
⾺
遹
の
場
合
︑
元
康
元
年
︵
⼆
九
⼀
︶
⼗
⼆
⽉
に
彼
⾃
⾝
よ
り
﹃
孝
經
﹄
を
講
じ
て
︑
元
康
三
年
三
⽉
に
釋
奠
禮
を

⾏
�
て
い
た
︵
25
︶︒
も
し
惠
帝
司
⾺
衷
の
例
に
從
う
な
ら
ば
︑
司
⾺
遹
の
史
書
の
受
講
は
元
康
三
年
三
⽉
の
釋
奠
禮
以
降
の
こ
と
と

推
察
さ
れ
る
︒
こ
の
時
︑
司
⾺
遹
は
⼗
六
歳
で
あ
り
︑
三
國
時
期
の
太
⼦
た
ち
と
同
樣
の
年
齡
で
史
書
を
學
ん
だ
こ
と
に
な
る
︒ 

既
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
陸
機
は
元
康
元
年
夏
・
秋
の
頃
か
ら
元
康
四
年
の
秋
ま
で
に
太
⼦
洗
⾺
の
職
に
仕
え
て
お
り
︑
ち
Ì
う
ど
司
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⾺
遹
が
釋
奠
禮
を
⾏
�
た
時
期
で
あ
る
︒﹁
功
⾂
頌
﹂
は
こ
の
時
期
に
作
ら
れ
た
可
能
性
が
最
も
⾼
い
︒
さ
ら
に
晉
惠
帝
司
⾺
衷
の
教
育

經
歷
を
參
照
し
て
︑
よ
り
具
體
的
に
い
う
な
ら
ば
︑
陸
機
は
司
⾺
遹
の
釋
奠
禮
以
降
︑
つ
ま
り
元
康
三
年
三
⽉
か
ら
元
康
四
年
秋
の
間

に
﹁
功
⾂
頌
﹂
を
執
筆
し
た
可
能
性
が
極
め
て
⾼
い
︒
こ
の
頌
⽂
の
體
裁
が
原
書
の
內
容
を
⼀
⽬
瞭
然
に
理
解
し
︑
朗
誦
や
記
憶
の
容

易
な
史
述
讚
を
踏
襲
す
る
こ
と
︑
及
び
趣
旨
が
天
⼦
に
對
し
て
⼈
材
の
重
要
性
を
說
く
帝
王
學
で
あ
る
こ
と
を
併
せ
て
考
え
れ
ば
︑
陸

機
の
執
筆
動
機
は
﹃
漢
書
﹄
を
教
材
と
し
て
︑
明
主
に
と
�
て
樣
々
な
⼈
材
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
帝
王
學
を
教
え
る
こ
と
に
あ
り
︑

こ
の
﹁
功
⾂
頌
﹂
は
皇
太
⼦
司
⾺
遹
が
﹃
漢
書
﹄
を
學
ぶ
た
め
の
參
考
書
で
あ
�
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒ 

 

第
六
節  
太
⼦
洗
⾺
時
期
の
陸
機
の
⽂
學
創
作 

 

太
⼦
洗
⾺
は
陸
機
の
最
も
在
任
期
間
が
⻑
か
�
た
時
期
で
あ
る
︒
こ
の
三
年
間
は
陸
機
に
と
�
て
⾮
常
に
重
要
な
時
期
だ
が
︑
後
に

皇
太
⼦
司
⾺
遹
が
失
脚
し
た
こ
と
に
伴
い
︑
東
宮
の
⽂
學
活
動
に
つ
い
て
の
記
錄
も
ほ
と
ん
ど
⾒
え
な
く
な
�
た
︒
前
揭
楊
明
﹁
陸
機

年
表
﹂
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
時
期
の
陸
機
の
作
品
と
し
て
﹁
皇
太
⼦
宴
⽞
圃
宣
猷
堂
有
令
﹂
詩
︑﹁
元
康
四
年
從
皇
太
⼦
祖
會
東
堂
詩
﹂﹁
桑

賦
﹂︑﹁
鱉
賦
﹂
な
ど
が
あ
り
︑
ま
た
︑﹁
贈
馮
⽂
羆
遷
斥
丘
令
﹂
詩
﹁
祖
道
畢
雍
孫
・
劉
邊
仲
・
潘
正
叔
﹂
詩
な
ど
も
こ
の
時
期
に
作
ら

れ
た
可
能
性
が
⾼
い
︒作
品
の
量
が
多
く
な
い
た
め
︑こ
の
時
期
の
創
作
は
あ
ま
り
注
⽬
さ
れ
て
い
な
か
�
た
︒陸
機
は
元
康
四
年
秋
︑

吳
王
司
⾺
晏
の
郎
中
令
に
赴
い
た
︒
翌
年
三
⽉
に
陸
機
が
洛
陽
に
戾
�
た
時
︑
司
⾺
遹
は
陸
機
の
た
め
に
宴
會
を
催
し
て
い
る
︒
陸
機

﹁
皇
太
⼦
清
宴
詩
﹂
序
︵﹃
北
堂
書
鈔
﹄
卷
六
⼗
六
︶
に
そ
の
經
緯
が
記
載
さ
れ
て
い
る
︵
26
︶︒
こ
の
詩
は
﹃
藝
⽂
類
聚
﹄
卷
三
⼗
九

に
所
收
︵
詩
題
は
﹁
皇
太
⼦
賜
宴
詩
﹂︶︒
そ
の
最
後
の
四
句
は
昔
太
⼦
洗
⾺
に
仕
え
た
時
期
に
受
け
た
太
⼦
の
恩
惠
を
追
憶
し
た
も
の

で
あ
る
︒ 

  
 
勞
謙
降
貴
 
 
 
 
 
 
 
 
 
勞
謙
し
て
貴
を
降
し
︑ 

肆
敬
下
⾂      

 
 
 
 
 
 
肆
敬
し
て
⾂
に
下
る
︒ 

肇
彼
先
驅
 
 
 
 
 
 
 
 
 
彼
の
先
驅
に
肇
ま
り
︑ 



 126 

翻
成
嘉
賓       

 
 
 
 
  

翻
り
て
嘉
賓
と
成
る
︒ 

︵
陸
機
﹁
皇
太
⼦
賜
宴
詩
﹂︑﹃
藝
⽂
類
聚
﹄
卷
三
⼗
九
︶  

 
陸
機
は
亡
國
の
遺
⾂
と
し
て
︑
⼊
洛
後
ま
も
な
く
太
⼦
洗
⾺
を
拝
し
た
︒
こ
の
時
期
の
太
⼦
司
⾺
遹
と
の
親
密
な
關
係
が
︑
こ
の
詩

か
ら
讀
み
取
れ
る
︒
ま
た
︑
太
⼦
司
⾺
遹
殺
害
の
後
に
︑
陸
機
は
そ
の
誄
⽂
を
執
筆
し
て
も
い
る
︒ 

 
こ
の
﹁
功
⾂
頌
﹂
の
考
察
よ
り
︑
陸
機
の
代
表
作
﹁
辨
亡
論
﹂
の
創
作
時
期
も
改
め
て
檢
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
既

に
述
べ
た
よ
う
に
︑
姜
亮
夫
以
來
︑﹁
功
⾂
頌
﹂
と
﹁
辨
亡
論
﹂
と
を
竝
置
す
る
說
が
存
在
す
る
︒﹁
辨
亡
論
﹂
に
つ
い
て
︑
姜
亮
夫
は

﹃
晉
書
﹄
本
傳
の
記
述
に
よ
り
︑
太
康
時
代
の
作
品
だ
と
考
え
て
い
る
が
︑
戴
燕
は
元
康
⼋
年
前
後
に
定
稿
さ
れ
た
︑
と
い
う
新
說
を

提
起
し
て
い
る
︒こ
れ
は
⽰
唆
的
意
⾒
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
︑太
⼦
洗
⾺
の
時
期
に
作
ら
れ
た
可
能
性
の
⽅
が
よ
り
⾼
い
と
思
わ
れ
る
︒

既
に
滅
ん
だ
王
朝
の
滅
亡
の
原
因
を
檢
討
す
る
こ
と
は
︑
新
王
朝
︑
特
に
將
來
の
天
⼦
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
︒
ま
た
︑﹁
功
⾂
頌
﹂
が
﹃
漢
書
﹄
を
踏
襲
す
る
作
品
で
あ
る
こ
と
と
類
似
す
る
點
と
し
て
︑﹁
辨
亡
論
﹂
は
﹃
史
記
﹄
卷
五
﹁
秦

本
紀
﹂
と
卷
四
⼗
⼋
﹁
陳
涉
世
家
﹂
の
﹁
太
史
公
⽈
﹂
と
い
う
史
論
に
引
⽤
さ
れ
た
賈
誼
﹁
過
秦
論
﹂
を
模
倣
し
て
作
ら
れ
た
作
品
で

あ
る
︒
歷
史
上
の
秦
漢
交
替
か
ら
出
發
し
︑
當
世
の
⻄
晉
統
⼀
の
歷
史
ま
で
︑
陸
機
が
こ
の
よ
う
に
﹃
史
記
﹄
や
﹃
漢
書
﹄
を
通
じ
て
︑

精
⼀
杯
皇
太
⼦
司
⾺
遹
に
知
識
と
帝
王
學
を
傳
授
し
て
い
る
︒
太
⼦
洗
⾺
時
期
は
陸
機
の
⽂
學
創
作
に
お
い
て
︑
⾮
常
に
重
要
な
時
期

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

 
陸
機
の﹁
功
⾂
頌
﹂は
前
漢
の
建
國
に
參
與
す
る
功
⾂
た
ち
を
顯
彰
す
る
頌
で
あ
る
︒こ
の
頌
は
通
常
讚
え
る
の
み
の
頌
で
は
な
く
︑

⼀
連
の
⼈
物
を
⼀
括
に
ま
と
め
︑
褒
貶
を
加
え
る
劉
向
﹁
列
⼥
傳
頌
﹂︑
班
固
﹁
漢
書
述
﹂
な
ど
史
述
贊
の
體
裁
に
よ
�
て
作
ら
れ
た
頌

で
あ
る
︒
こ
の
體
裁
の
頌
は
そ
も
そ
も
讀
者
に
原
書
の
內
容
を
容
易
に
理
解
し
て
記
誦
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
作
品

も
陸
機
が
何
者
か
の
た
め
に
作
ら
れ
た
可
能
性
が
⾼
い
︒
體
裁
だ
け
で
は
な
く
︑
功
⾂
の
⼈
選
や
配
列
︑
及
び
語
彙
な
ど
を
﹃
漢
書
﹄

を
踏
ま
え
て
い
る
︒
し
か
し
︑
陸
機
は
﹃
漢
書
﹄
を
完
全
に
踏
襲
す
る
わ
け
で
は
な
く
︑
⾃
分
の
判
斷
で
⼈
選
や
語
彙
な
ど
を
組
織
し

て
い
る
︒ 

魏
晉
期
の
﹃
漢
書
﹄
學
の
背
景
を
參
照
す
れ
ば
︑﹃
漢
書
﹄
は
魏
晉
時
代
に
お
い
て
皇
太
⼦
の
帝
王
學
を
養
成
す
る
た
め
の
必
讀
書
と
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さ
れ
て
い
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
に
確
認
し
た
事
例
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
頌
⽂
の
︑
明
君
に
と
�
て
樣
々
な
⼈
材
が
重
要
で

あ
る
と
い
う
主
旨
は
︑
ま
さ
に
古
代
か
ら
の
帝
王
學
の
基
礎
に
則
�
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
點
と
﹁
功
⾂
頌
﹂
の
體
裁
︑
ま
た
﹃
漢
書
﹄

を
踏
ま
え
る
⾯
を
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
︑
こ
の
頌
は
皇
太
⼦
に
﹃
漢
書
﹄
を
通
じ
て
帝
王
學
を
傳
授
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
可
能
性
が
⾮
常
に
⾼
い
︒ 

魏
晉
期
の
太
⼦
た
ち
が
﹃
漢
書
﹄
を
學
ぶ
の
は
⼀
定
の
師
法
が
あ
�
た
︒
陸
機
の
親
戚
で
あ
る
吳
國
の
張
昭
の
⼀
族
が
師
法
を
有
し

て
い
た
︒
學
習
時
期
に
つ
い
て
は
︑
三
國
時
期
の
太
⼦
は
主
に
⼗
五
歳
ご
ろ
か
ら
⼆
⼗
代
の
間
に
そ
れ
を
學
ん
で
い
る
︒
⻄
晉
以
降
︑

皇
太
⼦
が
師
匠
に
從
�
て
史
書
を
學
ぶ
傳
統
が
續
い
て
い
る
︒
晉
惠
帝
司
⾺
衷
の
そ
の
學
び
は
童
蒙
期
に
儒
家
經
典
を
勉
強
し
︑
儒
家

經
書
の
講
經
︑
釋
奠
禮
な
ど
の
⾏
事
の
後
で
あ
る
︒
そ
の
例
に
從
え
ば
︑
惠
帝
朝
の
太
⼦
司
⾺
遹
は
元
康
三
年
に
講
經
︑
釋
奠
禮
な
ど

の
⾏
事
を
⾏
�
た
後
に
﹃
漢
書
﹄
を
學
ん
だ
可
能
性
が
あ
る
︒
ち
Ì
う
ど
陸
機
は
元
康
元
年
年
末
か
ら
元
康
四
年
秋
ま
で
に
太
⼦
洗
⾺

に
仕
え
て
お
り
︑
愍
懷
太
⼦
司
⾺
遹
が
元
康
三
年
︑
釋
奠
禮
を
終
え
て
か
ら
元
康
四
年
秋
ま
で
の
間
に
︑﹃
漢
書
﹄
を
通
じ
て
帝
王
學
を

傳
授
す
る
た
め
に
﹁
功
⾂
頌
﹂
を
作
�
た
可
能
性
が
⾮
常
に
⾼
い
︒ 

不
幸
に
も
司
⾺
遹
は
賈
后
⼀
族
と
の
對
⽴
か
ら
廢
嫡
さ
れ
早
世
す
る
の
で
あ
る
が
︑
陸
機
は
ま
さ
に
彼
の
た
め
に
﹁
功
⾂
頌
﹂
を
奉

�
た
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
こ
の
こ
と
か
ら
更
に
推
し
擴
げ
て
考
え
て
ゆ
く
と
︑﹁
陸
海
﹂
と
も
稱
讚
さ
れ
る
陸
機
の
﹁
演

連
珠
﹂﹁
⽂
賦
﹂
な
ど
作
品
は
︑
こ
の
皇
太
⼦
の
側
近
と
し
て
の
時
期
に
創
作
さ
れ
た
り
︑
そ
の
創
作
の
動
機
と
關
聯
が
あ
る
よ
う
に
も

假
定
さ
れ
︑
陸
機
の
⽣
涯
と
そ
の
⽂
學
創
作
に
つ
い
て
新
た
な
硏
究
を
開
拓
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒ 

 

︻
注
︼ 

︵
１
︶
 

⻄
嶋
定
⽣
﹁
中
國
古
代
帝
國
形
成
の
⼀
考
察―

―

漢
の
⾼
祖
と
そ
の
功
⾂―

―

﹂︵﹃
中
國
古
代
國
家
と
東
ア
ジ
ア
世
界
﹄︑
東

京
⼤
學
出
版
會
︑
⼀
九
六
⼀
年
︶︑
李
開
元
﹃
漢
帝
國
の
成
⽴
と
劉
邦
集
團
﹄︵
汲
古
書
院
︑
⼆
〇
〇
〇
年
︶︑
福
永
善
隆
﹁
漢
初
︑

劉
邦
集
團
の
展
開
と
構
造
﹂︵﹃
⿅
兒
島
⼤
學
法
⽂
學
部
紀
要
 

⼈
⽂
學
科
論
集
﹄
第
⼋
⼗
六
卷
︑
⼆
〇
⼀
九
年
︶
を
參
照
︒ 

︵
２
︶
 
姜
亮
夫
﹃
陸
平
原
年
譜
﹄︵
古
典
⽂
學
出
版
社
︑
⼀
九
五
七
年
︶﹁
晉
武
帝
太
康
九
年
︵
⼆
⼋
九
︶﹂
條
を
參
照
︒ 

︵
３
︶
 
⾼
橋
和
⺒
﹁
陸
機
の
傳
記
と
そ
の
⽂
學
︵
上
︶﹂︵
京
都
⼤
學
中
國
⽂
學
會
﹃
中
國
⽂
學
報
﹄
第
⼗
⼀
號
︑
⼀
九
五
九
年
︶
を
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參
照
︒ 

︵
４
︶
 
戴
燕
﹁
吳
何
以
亡―

―

陸
機
﹁
辨
亡
論
﹂
硏
究
﹂︵﹃
清
華
中
⽂
學
報
﹄
第
⼆
⼗
期
︑
臺
湾
國
⽴
清
華
⼤
學
中
國
⽂
學
系
︑
⼆

〇
⼀
⼋
年
︶
を
參
照
︒ 

︵
５
︶
 
俞
⼠
玲
﹃
陸
機
陸
雲
年
譜
﹄︵
⼈
⺠
⽂
學
出
版
社
︑
⼆
〇
〇
九
年
︶﹁
永
寧
元
年
︵
三
〇
⼀
︶﹂
條
︑
楊
明
﹃
陸
機
集
校
箋
﹄︵
上

海
古
籍
出
版
社
︑
⼆
〇
⼀
六
年
︶
所
收
﹁
陸
機
年
表
﹂
の
年
表
の
﹁
惠
帝
太
安
元
年
︵
三
〇
⼆
︶﹂
條
を
參
照
︒ 

︵
６
︶
 
劉
師
培
﹁
左
盦
⽂
論
﹂︵﹃
國
⽂
⽉
刊
﹄
第
九
期
︑
⼀
九
四
七
年
︶︑
陳
開
梅
﹃
先
唐
頌
體
硏
究
﹄︵
中
⼭
⼤
學
出
版
社
︑
⼆
〇

〇
七
年
︶︑
吳
承
學
・
劉
湘
蘭
﹁
頌
贊
類
⽂
體
﹂︵﹃
古
典
⽂
學
知
識
﹄︑
⼆
〇
⼀
〇
年
第
⼀
期
︶︑
林
曉
光
﹁
漢
魏
六
朝
⽂
學
に
お

け
る
﹃
頌
﹄
に
つ
い
て
﹂︵﹃
六
朝
學
術
學
會
報
﹄
第
⼗
⼆
集
︑
⼆
〇
⼀
⼀
年
︶
な
ど
を
參
照
︒ 

︵
７
︶
 
史
述
贊
が
﹃
史
記
﹄
に
お
い
て
は
未
だ
全
部
四
⾔
韻
⽂
に
な
ら
な
か
�
た
が
︑
張
濤
﹁
史
贊
來
源
⼩
考―

―

讀
劉
向
﹃
列
⼥

傳
﹄
頌
札
記
﹂︵﹃
⽂
獻
﹄︑
⼀
九
九
五
年
︑
第
⼆
期
︶︑
福
井
佳
夫
﹁
班
固
の
﹃
漢
書
述
﹄
に
つ
い
て
﹂︵﹃
中
京
⼤
學
⽂
學
部
紀

要
﹄
第
三
⼗
⼀
卷
第
⼀
號
︑
⼀
九
九
六
年
︶
に
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
劉
向
﹁
列
⼥
傳
頌
﹂
の
影
響
を
受
け
て
︑﹃
漢
書
﹄
以
降
に

は
︑
全
部
四
⾔
韻
⽂
に
な
�
た
︒
劉
向
﹁
列
⼥
傳
頌
﹂
の
體
例
は
﹃
漢
書
﹄
の
﹁
漢
書
述
﹂
と
⼀
致
す
る
の
で
︵
後
述
︶︑
本
稿

で
は
︑
劉
向
﹁
列
⼥
傳
頌
﹂
を
史
述
贊
と
し
て
扱
う
︒ 

︵
８
︶
 
宮
本
勝
﹁
列
⼥
傳
の
刊
本
及
び
頌
圖
に
つ
い
て
﹂︵﹃
北
海
道
⼤
學
⽂
學
部
紀
要
﹄
三
⼗
⼆―

⼀
︵
通
卷
第
五
⼗
四
號
︶︑
⼀
九

⼋
三
年
︶︒ 

︵
９
︶  

前
掲
注
︵
７
︶
福
井
⽒
論
⽂
を
參
照
︒ 

︵
10
︶
 
例
え
ば
︑﹃
隋
書
﹄
經
籍
志
史
部
嵇
康
﹃
⾼
⼠
傳
﹄
と
﹁
聖
賢
⾼
⼠
傳
贊
﹂
が
あ
る
︒
ま
た
陳
壽
﹃
三
國
志
﹄
卷
四
⼗
五
蜀
志

﹁
楊
戲
傳
﹂
の
末
に
は
蜀
國
楊
戲
の
﹁
季
漢
輔
⾂
贊
﹂
が
添
付
さ
れ
る
︒
こ
の
ほ
か
陸
雲
は
﹃
登
遐
傳
﹄
に
基
づ
い
て
﹁
登
遐

頌
﹂
を
作
り
︑
東
晉
の
袁
宏
は
﹃
三
國
志
﹄
を
讀
み
﹁
三
國
名
⾂
贊
﹂︵﹃
⽂
選
﹄
卷
四
⼗
七
︶
を
作
�
た
︒ 

︵
11
︶
 

﹃
⽂
⼼
雕
⿓
﹄
頌
讃
篇
の
論
述
に
つ
い
て
︑
劉
師
培
﹁
左
盦
⽂
論
﹂︵
前
揭
注
５
︶︑
⿈
侃
﹃
⽂
⼼
雕
⿓
札
記
﹄︵
中
華
書
局
︑

⼀
九
六
⼆
年
︶︑
范
⽂
瀾
﹃
⽂
⼼
雕
⿓
注
﹄︵
⼈
⺠
⽂
學
出
版
社
︑
⼀
九
六
⼆
年
︶
及
び
興
膳
宏
譯
注
﹃
⽂
⼼
雕
⿓
﹄︵
筑
摩
書
房
︑

⼀
九
六
⼋
年
︶︑
戶
⽥
浩
曉
譯
注
﹃
⽂
⼼
雕
⿓
﹄︵
明
治
書
院
︑
⼀
九
七
四
年
︶
は
︑﹁
託
贊
褒
貶…

…

頌
體
以
論
辭
﹂
の
部
分
が
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﹃
史
記
﹄
各
卷
後
の
﹁
太
史
公
⽈
﹂
を
指
し
︑﹁
紀
傳
後
評
﹂
が
﹁
漢
書
述
﹂
を
指
す
と
解
釋
し
て
い
る
︒
し
か
し
⽬
加
⽥
誠
は
︑

後
者
が
﹁
太
史
公
⽈
﹂
を
指
す
と
解
釋
し
て
い
る
︵﹃
⽂
⼼
雕
⿓
﹄︑
平
凡
社
︑
⼀
九
七
四
年
︶︒
だ
と
す
れ
ば
︑
前
句
は
﹁
漢
書

述
﹂
な
ど
を
指
す
こ
と
に
な
る
︒
前
後
の
⽂
脈
︑
及
び
﹁
約
⽂
﹂︑﹁
總
錄
﹂︑﹁
頌
體
﹂
な
ど
の
語
彙
も
﹁
漢
書
述
﹂
に
相
應
し

い
た
め
︑
本
稿
は
⽬
加
⽥
說
に
從
う
︒ 

︵
12
︶  

﹁
轅
⽣
﹂
に
つ
い
て
︑
頌
の
本
⽂
は
各
刊
本
﹁
袁
⽣
﹂
に
作
る
が
︑﹃
⽂
選
集
注
﹄
及
び
刊
本
の
﹁
功
⾂
頌
﹂
序
⽂
は
﹁
轅

⽣
﹂
に
作
る
︒
胡
克
家
﹃
⽂
選
考
異
﹄
に
も
﹁
案
袁
當
作
轅
﹂
と
あ
る
︒ 

︵
13
︶ 

吉
川
忠
夫
﹁
顏
師
古
の
漢
書
注
﹂︵﹃
六
朝
精
神
史
硏
究
﹄︑
同
朋
舎
︑
⼀
九
⼋
四
年
︑
第
三
〇
九
⾴
︶
を
參
照
︒ 

︵
14
︶ 

﹃
晉
書
﹄
卷
四
惠
帝
紀
︑﹁︵
永
平
元
年
︶
三
⽉
⾟
卯
︑
誅
太
傅
楊
駿
︑
駿
弟
衛
將
軍
珧
︑
太
⼦
太
保
濟…

…

壬
⾠
⼤
赦
︑
改

元
︒
賈
后
矯
詔
廢
皇
太
后
爲
庶
⼈
︑
徙
於
⾦
墉
城
︑
告
于
天
地
宗
廟
︒…

…

六
⽉
︑
賈
后
矯
詔
使
楚
王
瑋
殺
太
宰
︑
汝
南
王
亮
︑

太
保
︑
菑
陽
公
衛
瓘
︒
⼄
丑
︑
以
瑋
擅
害
亮
︑
瓘
︑
殺
之
︒…

…

︵
元
康
︶
⼆
年
春
⼆
⽉
⼰
⾣
︑
賈
后
弒
皇
太
后
於
⾦
墉
城
﹂

と
あ
る
︒ 

︵
15
︶ 

福
原
啓
郎
﹃
⻄
晉
の
武
帝
司
⾺
炎
﹄︵
⽩
帝
社
︑
⼀
九
九
五
年
︶︑﹁
⼋
王
の
亂
の
本
質
﹂︵﹃
東
洋
史
硏
究
﹄
第
四
⼗
⼀
卷
第
三

號
︑
東
洋
史
硏
究
會
︑
⼀
九
⼋
⼆
年
︑﹃
魏
晉
社
會
政
治
史
硏
究
﹄﹇
京
都
⼤
學
學
術
出
版
會
︑
⼆
〇
⼀
⼆
年
﹈
に
收
錄
︶
を
參

照
︒ 

︵
16
︶ 

﹃
晉
書
﹄
卷
四
⼗
四
華
嶠
傳
に
﹁
初
︑
嶠
以
﹃
漢
紀
﹄
煩
穢
︑
慨
然
有
改
作
之
意
︒
會
爲
臺
郎
︑
典
官
制
事
︑
由
是
得
遍
觀
祕

籍
︑
遂
就
其
緒
︑
起
于
光
武
︑
終
於
孝
獻
︑
⼀
百
九
⼗
五
年
︑
爲
帝
紀
⼗
⼆
卷
︑
皇
后
紀
⼆
卷
︑
⼗
典
⼗
卷
︑
傳
七
⼗
卷
及
三

譜
︑
序
傳
︑
⽬
錄
︑
凡
九
⼗
七
卷
︒…

…

⽽
改
名
﹃
漢
後
書
﹄
奏
之
︒…

…

後
太
尉
汝
南
王
亮
︑
司
空
衛
瓘
爲
東
宮
傅
︑
列
上

通
講
︑
事
遂
施
⾏
︒
﹂
と
い
う
記
述
が
あ
る
︒ 

︵
17
︶
 

﹃
晉
書
﹄
卷
三
武
帝
紀
︑︵
太
康
三
年
︶
冬
⼗
⼆
⽉
甲
申
︑
以
司
空
⿑
王
攸
爲
⼤
司
⾺
︑…

…

汝
南
王
亮
爲
太
尉
︑…

…

尚
書

令
衛
瓘
爲
司
空
︒ 

︵
18
︶
 

﹃
宋
書
﹄
卷
⼗
七
禮
志 

︑﹁︵
晉
︶
武
帝
泰
始
七
年
︵
⼆
七
⼆
︶︑
皇
太
⼦
講
﹃
孝
經
﹄
通
︒
咸
寧
三
年
︵
⼆
七
九
︶︑
講
﹃
詩
﹄

通
︑
太
康 

三
年
︵
⼆
⼋
⼆
︶︑
講
﹃
禮
記
﹄
通
︒
惠
帝
元
康
三
年
︑
皇
太
⼦
講
論
語
通
︒
元
帝
太
興
三
年
︵
三
⼆
〇
︶︑
皇
太
⼦
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講
論
語
通
︑
太
⼦
竝
親
釋
奠
︑
以
太
牢
祀
孔
⼦
︑
以
顏
淵
配
︒
﹂
と
︒ 

︵
19
︶
 
松
浦
千
春
﹁
魏
晉
南
朝
の
帝
位
繼
承
と
釋
奠
儀
禮
﹂(

東
北
⼤
學
﹃
東
洋
史
論
集
﹄
第
九
輯
︑
⼆
〇
〇
三
年)

︑
保
科
季
⼦
﹁
漢

代
に
お
け
る
經
學
講
論
國
家
儀
禮―

―

釋
奠
禮
の
成
⽴
に
向
け
て―

―

﹂︵
東
洋
史
硏
究
會
﹃
東
洋
史
硏
究
﹄
第
七
⼗
四
卷
第
四

號
︑
⼆
〇
⼀
六
年
︶
な
ど
を
參
照
︒ 

︵
20
︶  

興
膳
宏
﹁
潘
岳
年
譜
稿
﹂︵﹃
亂
世
を
⽣
き
る
詩
⼈
た
ち
 

六
朝
詩
⼈
論
﹄︑
硏
⽂
出
版
︑
⼆
〇
〇
⼀
年
︑
初
出
は
﹃
名
古
屋
⼤

學
教
養
部
紀
要
﹄﹇
第
⼗
⼋
號
︑
⼀
九
七
四
年
﹈︶﹁
元
康
七
年
﹂
條
を
參
照
︒ 

︵
21
︶ 

﹃
漢
書
﹄
卷
⼀
百
敘
傳
︑﹁
時
上
⽅
鄉
學
︑
鄭
寬
中
︑
張
禹
朝
⼣
⼊
說
﹃
尚
書
﹄・﹃
論
語
﹄
於
⾦
華
殿
中
﹂
と
あ
り
︑﹃
漢
書
﹄

卷
⼋
⼗
⼀
張
禹
傳
︑﹁
初
元
中
︑
⽴
皇
太
⼦
︑
⽽
博
⼠
鄭
寬
中
以
﹃
尚
書
﹄
授
太
⼦
︑
薦
⾔
禹
善
﹃
論
語
﹄︑
詔
令
禹
授
太
⼦
﹃
論

語
﹄︒﹂
と
︒ 

︵
22
︶
 

﹃
通
典
﹄
卷
七
⼗
⼆
﹁
天
⼦
追
尊
祖
考
妣
﹂
條
に
︑
漢
⾼
祖
は
太
公
家
令
が
太
公
に
つ
い
て
詰
問
し
た
の
で
︑
太
公
を
太
上

皇
に
封
じ
た
と
の
逸
話
が
あ
る
︒
そ
の
注
に
愍
懷
太
⼦
と
劉
寶
と
の
こ
の
件
に
關
す
る
問
答
記
録
が
あ
る
︵
原
⽂
﹁
晉
愍
懷
太

⼦
令
問
中
庶
⼦
劉
寶
云
々
﹂︶︒
こ
れ
も
ま
た
︑
愍
懷
太
⼦
が
前
漢
初
期
の
歷
史
を
勉
強
し
て
い
た
證
左
で
あ
る
︒ 

︵
23
︶ 

﹃
晉
書
﹄
卷
四
惠
帝
紀
︑﹁︵
永
熙
元
年
︶
秋
⼋
⽉
壬
午
︑
⽴
廣
陵
王
遹
爲
皇
太
⼦
︑
以
中
書
監
何
劭
爲
太
⼦
太
師
︑
吏
部
尚
書

王
戎
爲
太
⼦
太
傅
︑
衛
將
軍
楊
濟
爲
太
⼦
太
保
﹂
と
あ
る
︒ 

︵
24
︶  

千
⽥
豐
﹁
⻄
晉
の
太
⼦
師
傅
﹂︵﹃
京
都
⼤
學
歷
史
⽂
化
社
會
論
講
座
紀
要
﹄
第
⼗
六
號
︑
⼆
〇
⼀
九
年
︶
を
參
照
︒   

︵
25
︶ 

﹃
晉
書
﹄
卷
五
⼗
五
潘
尼
傳
に
︑﹁
元
康
元
年
冬
⼗
⼆
⽉
︑
上
以
皇
太
⼦
富
於
春
秋
︑
⽽
⼈
道
之
始
莫
先
於
孝
悌
︑
初
命
講
﹃
孝

經
﹄
於
崇
正
殿
︒
實
應
天
縱
⽣
知
之
量
︑
微
⾔
奧
義
︑
發
⾃
聖
問
︑
業
終
⽽
體
達
︒
三
年
春
閏
⽉
︑
將
有
事
於
上
庠
︑
釋
奠
于

先
師
︑
禮
也
﹂
と
あ
る
︒ 

︵
26
︶
 

陸
機
﹁
皇
太
⼦
清
宴
詩
﹂
序
︵﹃
北
堂
書
鈔
﹄
卷
六
⼗
六
︶︑﹁
元
康
四
年
秋
︑
余
以
太
⼦
洗
⾺
出
補
吳
王
郎
中
︒
以
前
事
倉

卒
︑
不
得
宴
︒
三
⽉
⼗
六
有
命
清
宴
︒
感
皇
恩
之
罔
極
⽽
賦
此
詩
﹂
と
あ
る
︒ 
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 第

四
章  

陸
機
﹁
演
連
珠
﹂
と
⻄
晉
の
秀
才
策
問   

第
⼀
節 
﹁
演
連
珠
﹂
に
つ
い
て 

 

﹁
連
珠
﹂
と
い
う
⽂
體
の
多
く
は
︑
あ
る
命
題
を
⽐
喩
を
借
り
て
說
明
す
る
︑
短
く
美
し
い
韻
⽂
を
連
ね
た
も
の
で
あ
り
︑﹃
⼤
漢
和

辭
典
﹄
に
﹁
物
を
假
り
義
を
述
べ
て
諷
諭
の
道
を
通
じ
︑
情
理
を
穿
貫
す
る
こ
と
珠
の
貫
の
如
き
よ
り
い
ふ
﹂
と
解
釋
さ
れ
て
い
る
︒

そ
の
起
源
に
つ
い
て
︑
古
代
以
來
諸
說
あ
る
が
︑
正
式
に
⼀
種
の
⽂
體
と
し
て
名
付
け
ら
れ
る
の
は
︑
お
そ
く
と
も
後
漢
初
期
の
こ
と

で
あ
る
︵
１
︶︒
ま
た
︑
こ
の
⽂
體
は
六
朝
時
代
に
多
く
の
作
品
が
創
作
さ
れ
て
お
り
︑
嚴
可
均
﹃
全
上
古
秦
漢
三
國
六
朝
⽂
﹄︑
及
び

橫
⼭
弘
が
整
理
し
た
﹁
歷
代
連
珠
集
１
1
４
・
補
編
・
續
補
﹂
に
收
め
ら
れ
て
い
る
︵
２
︶︒
橫
⼭
弘
︑
廖
蔚
卿
︑
佐
⽵
保
⼦
ら
が
す
で

に
統
計
し
て
い
る
よ
う
に
︑
作
品
の
傳
存
が
あ
る
も
の
は
揚
雄
︑
班
固
︑
賈
逵
︑
杜
篤
︑
蔡
邕
︑
潘
勗
︑
魏
⽂
帝
曹
丕
︑
王
粲
︑
陸
機
︑

謝
惠
連
︑
顏
延
之
︑
王
儉
︑
劉
祥
︑
梁
武
帝
蕭
衍
︑
梁
簡
⽂
帝
蕭
綱
︑
梁
宣
帝
蕭
詧
︑
沈
約
︑
吳
均
︑
劉
孝
儀
︑
庾
信
の
⼆
⼗
家
に
よ

�
て
創
作
さ
れ
て
い
る
︵
３
︶︒
ま
た
︑
作
品
は
亡
佚
し
た
が
︑
傅
毅
︑
劉
珍
︑
服
虔
︑
桓
譚
︑
韓
說
︑
趙
岐
︑
傅
⽞
︑
張
華
︑
謝
靈
運
︑

丘
遲
︑
⿈
芳
︑
陳
證
な
ど
⼗
⼆
家
の
記
錄
も
⽂
獻
に
殘
�
て
い
る
︒
し
か
し
こ
の
中
で
︑
陸
機
﹁
演
連
珠
﹂
は
五
⼗
⾸
と
も
�
と
も
多

く
︑
ま
た
︑﹃
⽂
選
﹄
に
唯
⼀
收
め
ら
れ
る
連
珠
の
⽂
體
の
作
品
で
あ
る
︒ 

陸
機
﹁
演
連
珠
﹂
五
⼗
⾸
は
連
作
で
︑
各
⾸
の
構
成
は
︑
押
韻
の
場
所
及
び
﹁
⾂
聞
﹂・﹁
是
以
﹂・﹁
故
﹂・﹁
何
則
﹂
と
い
�
た
語
句

に
よ
り
︑
⼤
ま
か
に
︑
⼆
つ
の
型
に
分
け
ら
れ
る
︒
こ
の
分
類
⽅
法
は
廖
蔚
卿
﹁
論
漢
魏
六
朝
連
珠
體
的
藝
術
及
其
影
響
﹂
に
よ
る
も

の
で
あ
る
︵
４
︶︒
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
は
⼆
つ
あ
る
い
は
三
つ
の
命
題
で
構
成
さ
れ
︑
各
命
題
は
⼆
句
か
ら
六
句
ま
で
あ
り
︑
各
末
字
が

押
韻
し
て
い
る
︒
命
題
が
⼆
つ
の
作
品
の
場
合
︑﹁
⾂
聞
﹂+

﹁
是
以
﹂
の
⼆
段
構
成
か
ら
な
り
︑﹁
⾂
聞
﹂
以
下
の
部
分
が
⼀
つ
⽬
の
命



 132 

題
で
あ
り
︑﹁
是
以
﹂
以
下
の
部
分
が
⼆
つ
⽬
の
命
題
で
あ
る
︒
こ
の
⼆
つ
の
命
題
は
︑
⼀
つ
が
陸
機
の
說
く
道
理
︑
も
う
⼀
つ
は
⽐
喩

を
⽤
い
て
そ
の
道
理
を
補
⾜
說
明
し
た
も
の
で
あ
る
︒
兩
者
の
役
割
は
固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
︑﹁
⾂
聞
﹂
以
下
で
陸
機
が
道
理
を
說

き
︑﹁
是
以
﹂
以
下
で
は
⽐
喩
を
⽰
す
も
の
も
の
や
︑
そ
の
逆
の
例
も
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
⼆
つ
の
命
題
か
ら
な
る
連
珠
は
三
つ
の
命
題

か
ら
な
る
も
の
よ
り
も
多
く
︑﹁
演
連
珠
﹂
の
中
に
四
⼗
三
⾸
あ
る
︒
例
え
ば
︑
其
九
を
舉
げ
る
︒ 

 

⾂
聞
積
實
雖
微              

⾂
聞
く
︑
實
を
積
む
こ
と
微
な
り
と
雖
も
︑ 

必
動
於
物            

 
必
ず
物
を
動
か
し
︑ 

崇
虛
雖
廣              

虛
を
崇
う
す
る
こ
と
廣
し
と
雖
も
︑ 

不
能
移
⼼            

 
⼼
を
移
す
能
は
ず
と
︒ 

  

是
以
都
⼈
冶
容              
是
を
以
て
都
⼈
の
冶
容
な
る
も
︑ 

不
悅
⻄
施
之
影        
 

⻄
施
の
影
を
悅
ば
ず
︑ 

乘
⾺
班
如              
⾺
に
乘
り
て
班
如
た
る
も
︑ 

不
輟
太
⼭
之
陰        

 
太
⼭
の
陰
に
輟
ず
︒     

    

︵
陸
機
﹁
演
連
珠
﹂
其
九
︑﹃
⽂
選
﹄
卷
五
⼗
五
︶ 

     

ま
ず
︑
⼀
つ
⽬
の
命
題
で
陸
機
は
微
細
な
實
績
を
積
む
こ
と
で
必
ず
そ
の
効
⽤
が
あ
り
︑
虚
無
が
い
く
ら
巨
⼤
で
も
實
で
は
な
い
︑

と
い
う
道
理
を
論
じ
て
︑
次
に
⼆
つ
⽬
の
命
題
の
中
で
︑
都
の
⼈
が
お
洒
落
や
美
貌
を
好
ん
で
も
⻄
施
の
繪
に
對
し
て
こ
こ
ろ
を
動
か

さ
ず
︑
駑
鈍
な
⽼
⾺
さ
え
太
⼭
の
影
に
は
脅
か
さ
れ
な
い
︑
と
い
う
⼆
つ
の
⽐
喩
を
通
し
て
そ
の
道
理
を
說
い
て
い
る
︒ 

ま
た
︑
命
題
が
三
つ
の
作
品
の
場
合
︑
⼆
つ
の
命
題
に
加
え
て
︑﹁
是
以
﹂
の
部
分
の
後
に
﹁
故
﹂
や
︑﹁
⾂
聞
﹂
と
﹁
是
以
﹂
の
間

に
︑﹁
何
則
﹂
の
部
分
を
插
⼊
す
る
︒
こ
の
三
つ
の
命
題
に
つ
い
て
︑
⼆
つ
の
命
題
の
基
礎
の
上
に
さ
ら
に
︑
⼀
つ
の
命
題
を
加
え
て
︑

政
治
的
な
觀
點
と
つ
な
げ
︑
そ
の
道
理
を
補
⾜
的
に
說
明
す
る
︒
こ
の
形
式
の
も
の
は
五
⼗
⾸
の
中
に
七
⾸
の
み
で
あ
る
︵
５
︶︒
例
え

ば
︑
其
⼆
⼗
七
は
︑﹁
⾂
聞
﹂
＋
﹁
是
以
﹂
＋
﹁
故
﹂
の
型
の
⼀
例
で
あ
る
︒ 
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⾂
聞
⾳
以
⽐
⽿
爲
美          

⾂
聞
く
︑
⾳
は
⽿
を
⽐た

の
し

む
を
以
て
美
と
爲
し
︑ 

⾊
以
悅
⽬
爲
歡
 
 
 
 
 
⾊
は
⽬
を
悅
す
を
以
て
歡
と
爲
す
と
︒ 

是
以
衆
聽
所
傾
             

是
を
以
て
衆
聽
の
傾
く
所
は
︑ 

⾮
假
百
⽛
之
操
︵
６
︶ 

  

百
⽛
の
操
を
假
る
に
⾮
ず
︒ 

萬
夫
婉
孌
             

萬
夫
の
婉
孌
は
︑ 

⾮
俟
⻄
⼦
之
顏          

⻄
⼦
の
顏
を
俟ま

つ
に
⾮
ず
︒ 

故
聖
⼈
隨
世
以
擢
佐          
故
に
聖
⼈
は
世
に
隨
つ
て
以
て
佐
を
擢
で
︑ 

明
主
因
時
⽽
命
官          
明
主
は
時
に
因
り
て
官
を
命
ず
︒ 

 
  

 
 

 
    

︵
陸
機
﹁
演
連
珠
﹂
其
⼆
⼗
七
︑﹃
⽂
選
﹄
卷
五
⼗
五
︶ 

 

ま
ず
︑陸
機
は
最
初
の
命
題
で
︑⾳
樂
は
聴
衆
の
⽿
を
滿
⾜
さ
せ
れ
ば
美
し
い
と
さ
れ
︑美
⾊
は
そ
の
觀
者
の
⽬
を
悅
ば
せ
ば
よ
い
︑

と
い
う
道
理
を
提
出
す
る
︒
次
に
︑
⼆
つ
⽬
の
命
題
で
は
︑
⼆
つ
の
⽐
喩
を
舉
げ
︑
聴
衆
た
ち
は
必
ず
伯
⽛
︵
百
⽛
︶
の
曲
を
聞
く
わ

け
で
は
な
く
︑
ま
た
︑
美
⼈
を
好
む
男
⼦
も
必
ず
⻄
施
を
待
つ
わ
け
で
は
な
い
と
し
︑
三
つ
⽬
の
命
題
で
︑
こ
の
道
理
を
政
治
の
世
界

に
移
せ
ば
︑
賢
明
な
皇
帝
は
完
璧
な
⼈
材
を
待
つ
必
要
が
な
く
︑
時
代
に
よ
�
て
︑
適
宜
⼈
材
を
選
抜
す
る
べ
き
だ
︑
と
說
い
て
い
る
︒ 

﹁
演
連
珠
﹂
の
基
礎
的
な
構
成
は
こ
の
命
題
が
⼆
つ
の
も
の
と
命
題
が
三
つ
の
も
の
の
⼆
種
類
で
あ
り
︑
無
論
︑
そ
の
中
に
も
句
數

や
句
型
に
よ
�
て
︑
さ
ら
に
區
分
す
る
餘
地
も
あ
る
︒
佐
⽵
保
⼦
は
前
掲
注
︵
３
︶
論
⽂
に
⽐
喩
の
⽅
式
や
句
數
に
基
づ
い
て
詳
し
く

分
類
し
て
い
る
︒
他
の
﹁
演
連
珠
﹂
に
關
す
る
硏
究
は
︑
管
⾒
の
限
り
︑
⾼
橋
和
⺒
﹁
陸
機
の
傳
記
と
そ
の
⽂
學
︵
下
︶﹂
か
ら
始
ま
り
︑

橫
⼭
弘
﹁
陸
庾
連
珠
⼩
考
﹂︑
佐
⽵
保
⼦
﹁
陸
機
﹁
演
連
珠
﹂
五
⼗
⾸
に
つ
い
て̶

̶

そ
の
多
元
性
と
叙
情
性̶

̶

﹂
な
ど
が
舉
げ
ら
れ

る︵
７
︶︒⾼
橋
⽒
は
陸
機
の
連
珠
の
中
で
ロ
ジ
ÿ
ク
性
の
缺
如
と
︑そ
し
て
︑當
時
流
⾏
し
て
い
た
⽞
學
と
の
相
違
點
を
論
じ
て
い
る
︒
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橫
⼭
⽒
は
主
に
︑
陸
機
と
庾
信
﹁
擬
連
珠
﹂︵
四
⼗
四
⾸
︶
の
⽐
較
に
よ
�
て
︑
陸
機
の
連
珠
の
﹁
指
⽰
的
﹂
な
⾯
が
際
⽴
つ
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
佐
⽵
⽒
は
さ
ら
に
詳
し
く
分
析
し
︑
陸
機
﹁
演
連
珠
﹂
の
⽐
喩
の
中
の
﹁
隔
句
對
﹂
の
特
質
︑
そ
し
て
語
り
⼿

の
視
點
か
ら
︑﹁
演
連
珠
﹂
五
⼗
⾸
の
各
内
容
の
﹁
不
均
質
性
﹂
を
指
摘
し
て
い
る
︒
橫
⼭
⽒
と
佐
⽵
⽒
は
共
に
陸
機
の
連
珠
が
⻄
晉
以

降
の
六
朝
の
連
珠
の
創
作
に
與
え
た
影
響
を
論
じ
て
い
る
︒
ま
た
︑
駱
鴻
凱
は
論
述
の
⽅
式
に
よ
�
て
︑﹁
演
連
珠
﹂
の
構
成
を
六
つ
に

分
け
て
お
り
︵
８
︶︑
さ
ら
に
前
掲
注
︵
１
︶・︵
３
︶
の
廖
蔚
卿
が
連
珠
の
起
源
及
び
六
朝
時
期
に
お
け
る
發
展
を
⼤
い
に
論
じ
︑
連
珠

と
い
う
⽂
體
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
︒ 

先
⾏
硏
究
は
陸
機
の﹁
演
連
珠
﹂が
⽐
喩
や
構
成
の
上
で
独
創
性
が
あ
り
︑後
世
の
⽂
學
に
與
え
た
影
響
を
す
で
に
論
じ
て
い
る
が
︑

﹁
演
連
珠
﹂
は
陸
機
本
⼈
が
⽣
き
て
い
た
當
時
︑
い
か
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
︒
本
章
で
は
陸
機
ま
で
の
連
珠
と
い
う
⽂
體
の
機
能

に
基
づ
い
て
︑
陸
機
の
﹁
演
連
珠
﹂
の
内
容
及
び
典
故
の
使
い
か
た
を
分
析
し
︑﹁
演
連
珠
﹂
と
陸
機
の
他
の
作
品
と
の
關
連
性
を
考
慮

し
つ
つ
︑﹁
演
連
珠
﹂
の
陸
機
本
⼈
及
び
當
時
の
中
原
の
⼠
⼈
階
層
に
い
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
か
を
︑
再
檢
討
し
た
い
︒ 

 

第
⼆
節  

陸
機
以
前
の
連
珠
に
つ
い
て 

 

先
⾏
硏
究
で
す
で
に
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
陸
機
以
前
の
連
珠
に
つ
い
て
︑
魏
⽂
帝
曹
丕
以
外
の
作
は
︑
ほ
ぼ
冒
頭
に
﹁
⾂
聞
﹂
か
ら

始
ま
り
︑
そ
の
主
旨
は
﹁
皇
帝
へ
の
さ
と
し
﹂
を
中
⼼
と
す
る
︵
９
︶︒
例
え
ば
︑
傅
⽞
﹁
連
珠
序
﹂
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
概
說
す
る
︒ 

 

所
謂
連
珠
者
︑
漢
章
帝
之
世
︑
班
固
・
賈
逵
・
傅
毅
三
⼦
受
詔
作
之
︒
⽽
蔡
邕
︑
張
華
之
徒
⼜
廣
焉
︒
其
⽂
體
辭
俪
⾔
約
︑
不
指

說
事
情
︑
必
假
諭
以
達
其
旨
︒
⽽
賢
者
微
悟
︑
合
於
古
詩
勸
興
三
義
︒
欲
使
歷
歷
如
貫
珠
︑
易
觀
⽽
可
悅
︑
故
謂
之
連
珠
也
︒ 

所
謂
連
珠
な
る
も
の
は
︑
漢
章
帝
の
世
に
︑
班
固 

・
賈
逵
・
傅
毅
の
三
⼦
 
詔
を
受
け
て
之
を
作
れ
り
︒
⽽
し
て
蔡
邕
︑
張
華

の
徒
⼜
た
焉
を
廣
め
り
︒
其
の
⽂
體 

辭
儷
び
て
⾔
約
し
︑
事
情
を
指
說
せ
ず
︑
必
ず
諭
を
假
り
て
以
て
其
の
旨
に
達
す
︒
賢
者

微
か
に
悟
り
て
︑
古
詩
の
勸
興
の
三
義
に
合
ふ
︒
歷
歷
と
し
て
貫
珠
の
如
く
せ
ん
と
欲
し
︑
觀
る
を
易
く
し
て
悅
ば
せ
ん
と
欲

し
︑
故
に
之
を
連
珠
と
謂
ふ
な
り
︒ 
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︵︹
⻄
晉
︺
傅
⽞
﹁
敘
連
珠
﹂︑﹃
藝
⽂
類
聚
﹄
卷
五
⼗
七
︶ 

 
こ
の
序
に
よ
る
と
︑
漢
章
帝
劉
劉
炟
︵
五
七
1
⼋
⼋
︑
在
位
は
七
六
1
⼋
⼋
︶
は
か
つ
て
班
固
︵
三
⼆
1
九
⼆
︶︑
傅
毅
︵
？
1
九
〇
︶︑

賈
逵
︵
三
〇
1
⼀
〇
⼀
︶
の
三
⼈
に
連
珠
を
作
ら
せ
た
こ
と
が
あ
る
︒
創
作
の
時
期
に
つ
い
て
︑
三
⼈
の
傳
記
に
よ
れ
ば
︑﹃
後
漢
書
﹄

は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒
ま
ず
︑
班
固
に
つ
い
て
︑ 

 

及
肅
宗
雅
好
⽂
章
︑
固
愈
得
幸
︑
數
⼊
讀
書
禁
中
︑
或
連
⽇
繼
夜
︒ 

肅
宗
の
雅も

と

よ
り
⽂
章
を
好
む
に
及
び
︑
固 

愈
々
幸
せ
ら
る
る
を
得
︑
數
々
⼊
り
て
書
を
禁
中
に
讀
み
︑
或
ひ
は
⽇
を
連
ね
夜
を

繼
ぐ
︒ 

︵﹃
後
漢
書
﹄
卷
五
⼗
⼀
︑
班
固
傳
︶ 

 と
あ
り
︑
次
に
︑
賈
逵
に
つ
い
て
︑ 

 

肅
宗
⽴
︑
降
意
儒
術
︑
特
好
﹃
古
⽂
尚
書
﹄︑﹃
左
⽒
傳
﹄︒
建
初
元
年
︑
詔
逵
⼊
講
北
宮
⽩
⻁
觀
︑
南
宮
雲
臺
︒ 

肅
宗
⽴
つ
や
︑
意
を
儒
術
に
降
し
︑
特
に
﹃
古
⽂
尚
書
﹄︑﹃
左
⽒
傳
﹄
を
好
む
︒
建
初
元
年
︵
七
六
︶︑
逵
に
詔
し
て
⼊
り
て
北

宮
⽩
⻁
觀
︑
南
宮
雲
臺
に
講
ぜ
し
む
︒ 

︵﹃
後
漢
書
﹄
卷
四
⼗
七
︑
賈
逵
傳
︶ 

 

と
あ
り
︑
さ
ら
に
︑
傅
毅
に
つ
い
て
︑ 

 

建
初
中
︑
肅
宗
博
召
⽂
學
之
⼠
︑
以
毅
爲
蘭
臺
令
史
︑
拜
郎
中
︑
與
班
固
・
賈
逵
共
典
校
書
︒ 
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建
初
︵
七
六
1
⼋
四
︶
中
︑
肅
宗
は
博
く
⽂
學
の
⼠
を
召
し
︑
毅
を
以
て
蘭
臺
令
史
と
爲
し
︑
郎
中
を
拜
し
︑
班
固
・
賈
逵
と

共
に
校
書
を
典
る
︒ 

︵﹃
後
漢
書
﹄
卷
⼋
⼗
⼀
︑
傅
毅
傳
︶ 

 

と
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
記
述
に
よ
る
と
︑
お
よ
そ
三
⼈
が
連
珠
を
創
作
し
た
の
は
⼆
⼗
歳
の
章
帝
が
即
位
し
た
後
し
ば
ら
く
の
こ
と
で
あ

ろ
う
︒
こ
の
三
⼈
の
中
で
︑
現
在
で
は
班
固
が
作
�
た
﹁
擬
連
珠
﹂
五
⾸
の
み
殘
�
て
お
り
︑﹃
藝
⽂
類
聚
﹄
卷
五
⼗
七
に
收
錄
さ
れ
︑

そ
の
内
容
は
全
て
君
⾂
關
係
に
關
わ
り
︑
主
に
⼤
⾂
の
視
點
か
ら
︑
皇
帝
の
⼈
材
登
⽤
に
資
す
べ
き
こ
と
を
語
�
て
い
る
︒
こ
の
︑
歷

史
典
故
を
⽤
い
て
君
主
を
諫
め
る
連
珠
⽂
體
は
︑
後
の
他
の
作
品
に
も
多
く
の
影
響
を
與
え
て
い
る
︒
例
え
ば
班
固
﹁
擬
連
珠
﹂
其
三

を
舉
げ
る
︒ 

     

⾂
聞
聽
決
價
⽽
資
⽟
者
 
 
 
 
⾂
聞
く
︑
決
價
を
聽
き
來
て
⽟
を
資
る
も
の
は
︑ 

無
楚
和
之
名
 
 
 
 
 
 
楚
和
の
名
無
し
︒ 

因
進
習
⽽
取
⼠
者
 
 
 
 
進
習
に
因
り
て
⼠
を
取
る
も
の
は
︑ 

無
伯
⽟
之
功
 
 
 
 
 
 
伯
⽟
の
功
無
し
と
︒ 

    

故
璵
璠
之
爲
寶
 
 
 
       

故
に
璵
璠
の
寶
と
な
る
は
︑ 

⾮
駔
儈
之
術
也     

      

駔
儈
の
術
に
⾮
ざ
る
な
り
︒ 

伊
呂
之
爲
佐              

伊
呂
の
佐
と
な
る
は
︑ 

⾮
左
右
之
舊        

     

左
右
の
舊
に
⾮
ざ
る
な
り
︒ 

︵︹
後
漢
︺
班
固
﹁
擬
連
珠
﹂︑﹃
藝
⽂
類
聚
﹄
卷
五
⼗
七
︶ 

   

こ
の
連
珠
は
命
題
が
⼆
つ
の
も
の
で
︑
共
に
歷
史
典
故
を
⽤
い
て
君
主
が
⼈
材
を
⾒
極
め
︑
擢
拔
す
る
能
⼒
を
⾝
に
付
け
る
べ
き
だ

と
說
い
て
い
る
︒
⼀
つ
⽬
の
命
題
で
︑
ま
ず
は
楚
國
の
卞
和
が
幾
た
び
⾁
刑
を
受
け
て
も
楚
王
に
⽟
を
獻
る
典
故
︑
及
び
衛
國
の
史
⿂
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が
﹁
屍
諫
﹂
で
衛
公
に
蘧
伯
⽟
を
薦
め
る
典
故
を
⽐
喩
に
⽤
い
て
︑
す
ぐ
れ
た
⼈
材
と
遇
う
の
は
⾮
常
に
困
難
で
あ
る
こ
と
を
說
明
し

て
い
る
︵
10
︶︒
次
に
⼆
つ
⽬
の
命
題
の
趣
旨
は
︑
⼀
つ
⽬
の
命
題
と
同
じ
で
あ
る
が
︑
上
⽂
と
對
應
す
る
典
故
と
し
て
︑
各
々
美
⽟
︑

賢
相
の
象
徵
で
あ
る
楚
和
︑
蘧
伯
⽟
が
璵
璠
︑
伊
尹
︑
呂
望
に
變
わ
�
て
い
る
︵
11
︶︒
ま
た
︑
其
四
に
も
直
接
﹃
易
經
﹄﹁
漸
卦
﹂
の

﹁
鴻
漸
於
陸
﹂
の
典
據
を
引
⽤
し
て
い
る
︵
12
︶︒
こ
れ
ら
の
⽤
例
か
ら
⾒
れ
ば
︑
儒
家
の
典
故
を
と
る
例
が
多
い
︒
こ
れ
は
も
ち
ろ

ん
儒
家
を
尊
ぶ
班
固
⾃
⾝
の
性
質
で
あ
る
⼀
⽅
︑
漢
の
武
帝
以
來
儒
術
を
尊
ぶ
傳
統
と
も
關
わ
�
て
お
り
︑
さ
ら
に
︑﹁
儒
術
に
意
を
降

る
﹂
章
帝
を
喜
ば
せ
る
意
圖
も
あ
る
で
あ
ろ
う
︒ 

後
漢
末
期
に
⾄
�
て
︑
潘
勗
︵
？
1
⼆
⼀
五
︶︑
王
粲
︵
⼀
七
七
1
⼆
⼀
七
︶︑
曹
丕
︵
⼀
⼋
七
1
⼆
⼆
六
︶
な
ど
も
連
珠
を
作
り
︑

彼
ら
の
作
品
も
﹃
藝
⽂
類
聚
﹄
卷
五
⼗
七
に
殘
�
て
お
り
︑
潘
勖
は
⼀
⾸
の
み
︑
王
粲
は
四
⾸
︑
曹
丕
に
三
⾸
が
あ
る
︒
三
⼈
が
い
つ

連
珠
を
作
�
た
の
か
は
資
料
が
な
く
明
ら
か
で
な
い
が
︑
彼
ら
は
共
に
同
時
期
に
活
躍
し
た
⽂
⼈
で
あ
り
︑
ま
た
︑
潘
勗
と
王
粲
の
タ

イ
ト
ル
が
い
ず
れ
も
﹁
仿
連
珠
﹂
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
三
⼈
が
同
時
に
連
珠
を
創
作
し
た
可
能
性
も
あ
る
︒
ま
た
︑
潘
勗
︑
王
粲
は
と

も
に﹁
⾂
聞
﹂で
始
ま
り
︑曹
丕
の
⽅
は﹁
蓋
問
﹂で
始
ま
�
て
い
る
の
は
︑兩
者
の
間
に
地
位
の
差
が
あ
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る︵
13
︶︒

曹
丕
は
建
安
⼆
⼗
⼆
年
︵
⼆
⼀
七
︶
⼗
⽉
に
魏
の
太
⼦
に
封
ぜ
ら
れ
た
が
︑
王
粲
は
同
年
の
⼆
⽉
に
す
で
に
病
死
し
︑
潘
勗
は
さ
ら
に

⼆
年
前
に
逝
去
し
た
︒
故
に
︑
こ
の
三
⼈
が
同
時
に
連
珠
を
作
�
た
と
す
れ
ば
︑
曹
丕
が
五
官
中
郎
將
に
封
ぜ
ら
れ
た
建
安
⼗
六
年
︵
⼆

⼀
⼀
︶
か
ら
︑
潘
勖
が
逝
去
し
た
建
安
⼆
⼗
年
︵
⼆
⼀
五
︶
ま
で
︑
即
ち
⼆
⼗
五
歳
か
ら
⼆
⼗
⼋
歳
ま
で
の
間
に
當
た
る
は
ず
で
あ
ろ

う
︒
三
⼈
の
連
珠
を
み
る
と
︑
王
粲
︑
曹
丕
は
と
も
に
歷
史
典
故
を
頻
⽤
し
て
い
る
︒
曹
丕
の
三
⾸
が
全
て
歷
史
典
故
を
⽤
い
て
⽐
喩

を
⾏
�
て
お
り
︑
王
粲
の
四
⾸
の
中
で
は
︑
⼆
⾸
が
こ
の
よ
う
で
あ
る
︒
ま
た
︑
作
品
の
内
容
に
つ
い
て
︑
王
粲
︑
潘
勗
の
⽅
は
と
も

に
班
固
と
同
樣
に
⼤
⾂
の
⽴
場
よ
り
も
︑
⼈
材
登
⽤
に
關
す
る
﹁
天
⼦
へ
の
さ
と
し
﹂
を
述
べ
て
い
る
︒
其
⼀
と
其
⼆
を
例
と
し
て
あ

げ
れ
ば
︑ 

 

⾂
聞
記
功
誌
過              

⾂
聞
く
︑
功
を
記
し
て
過
ち
を
誌
す
は
︑ 

君
⾂
之
道
也
 
 
 
 
 
 
君
⾂
の
道
な
り
︒ 

不
念
舊
惡
 
 
 
 
 
 
 
舊
惡
を
念
は
ざ
る
は
︑ 
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賢
⼈
之
業
也
 
 
 
   

 
賢
⼈
の
業
な
り
と
︒ 

    
是
以
⿑
⽤
管
仲
⽽
霸
功
⽴
 
   

是
を
以
て
⿑ 

管
仲
を
⽤
い
て
霸
功
⽴
ち
︑ 

秦
任
孟
明
⽽
晉
恥
雪
 
   

秦 

孟
明
を
任
じ
て
晉
の
恥
を
雪 そ

そ

ぐ
︒ 

︵︹
後
漢
︺
王
粲
﹁
仿
連
珠
﹂
其
⼀
︑﹃
藝
⽂
類
聚
﹄
卷
五
⼗
七
︶ 

⾂
聞
明
主
之
舉
也            

⾂
聞
く
︑
明
主
の
舉
ぐ
る
や
︑ 

不
待
近
習
             

近
習
を
待
た
ず
︒ 

聖
君
之
⽤
⼈
也          

聖
君
の
⼈
を
⽤
い
る
や
︑ 

不
拘
毀
譽     
        

毀
譽
に
拘
わ
ら
ず
と
︒ 

故
呂
尚
⼀
⾒
⽽
爲
師          
故
に
呂
尚 

⼀
⾒
に
し
て
師
と
爲
し
︑ 

陳
平
烏
集
⽽
爲
輔          
陳
平 

烏
集
す
る
も
輔
と
爲
す
︒ 

︵︹
後
漢
︺
王
粲
﹁
仿
連
珠
﹂
其
⼆
︑﹃
藝
⽂
類
聚
﹄
卷
五
⼗
七
︶ 

 

と
あ
り
︑王
粲
の
連
珠
の
趣
旨
は
班
固
と
同
樣
に
︑才
能
あ
る
⼠
は
周
圍
の
推
薦
を
待
つ
べ
き
で
は
な
い
と
說
い
て
い
る
︒其
⼀
で
は
︑

春
秋
時
代
の
⿑
の
桓
公
が
管
仲
を
宰
相
と
す
る
こ
と
︑
秦
の
穆
公
が
幾
た
び
も
敗
戰
し
た
孟
明
視
を
許
し
て
將
軍
に
任
命
す
る
こ
と
を

⽐
喩
に
⽤
い
て
君
主
が
⾂
下
の
過
ち
に
寛
容
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
說
き
︑
さ
ら
に
其
⼆
で
は
︑
周
の
⽂
王
と
呂
尚
︑
漢
の
⾼
祖
と
陳
平

を
例
と
し
て
舉
げ
て
君
主
が
出
⾝
を
問
わ
ず
⼈
材
を
⽤
い
る
こ
と
を
說
く
︒
管
仲
の
事
跡
は
主
に
﹃
管
⼦
﹄
に
︑
陳
平
の
事
跡
は
﹃
史

記
﹄・﹃
漢
書
﹄
な
ど
の
歷
史
書
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
班
固
と
異
な
り
︑
王
粲
の
連
珠
に
お
け
る
歷
史
典
故
は
︑
儒
家

の
經
典
が
明
ら
か
に
多
⽤
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
︑
引
⽤
す
る
と
こ
ろ
が
︑
當
時
の
知
識
⼈
な
ら
ば
ほ
ぼ
常
識
的
に
讀

ん
で
い
る
書
物
で
あ
る
︒ 

 
潘
勗
・
王
粲
と
對
照
と
し
て
︑
曹
丕
は
﹁
蓋
聞
﹂
か
ら
展
開
し
︑
そ
の
趣
旨
は
全
て
君
主
へ
の
さ
と
し
で
は
な
く
︑
逆
に
︑
⼠
⼈
︑

或
い
は
⼤
⾂
の
忠
義
を
盡
く
す
と
こ
ろ
に
あ
る
︒
⼀
種
の
⽴
場
の
對
⽴
性
を
讀
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒
前
掲
佐
⽵
⽒
の
論
⽂
に
︑
陸
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機
の
﹁
演
連
珠
﹂
が
初
め
て
異
な
る
⽴
場
か
ら
論
說
を
⾏
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
︑
同
じ
よ
う
な
特
徵
が
曹
丕
の
作
品
に
す
で
に

顯
わ
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
曹
丕
﹁
連
珠
﹂
其
三
は
︑
班
固
︑
王
粲
︑
潘
勗
の
趣
旨
と
類
似
し
て
︑
君
主
が
佞
⾂
を
遠
ざ
け
︑
賢
明
な

⼤
⾂
に
親
し
む
べ
き
だ
と
說
い
て
い
る
︒ 

 

蓋
聞
駑
蹇
服
御              

蓋
し
聞
く
駑
蹇 

御
に
服
せ
ば
︑ 

良
・
樂
咨
嗟         

  

良
・
樂
は
咨
嗟
せ
り
︒ 

鉛
⼑
剖
截              

鉛
⼑ 

剖
截
せ
ば
︑ 

區
治
歎
息          

   

區
治
は
歎
息
す
︒     

故
少
師
幸
⽽
季
梁
懼          

故
に
少
師 

幸
せ
ら
れ
て
季
梁
は
懼
れ
︑ 

宰
嚭
任
⽽
伍
員
憂          
宰
嚭 

任
じ
ら
れ
て
伍
員
は
憂
う
︒ 

︵︹
三
國
魏
︺
曹
丕
﹁
連
珠
﹂
其
三
︑﹃
藝
⽂
類
聚
﹄
卷
五
⼗
七
︶ 

 

良
・
樂
は
︑
春
秋
時
代
に
お
い
て
︑
⾺
の
優
劣
を
よ
く
⾒
分
け
ら
れ
る
王
良
︑
伯
樂
で
あ
り
︑
歐
冶
は
吳
國
の
有
名
な
鑄
劍
師
と
し

て
の
歐
冶
⼦
で
あ
り
︑
三
者
は
先
秦
の
典
籍
に
多
く
登
場
し
て
い
る
が
︑
儒
家
の
經
典
と
い
う
よ
り
︑﹃
呂
⽒
春
秋
﹄︑﹃
韓
⾮
⼦
﹄
な
ど

儒
家
以
外
の
⼦
書
に
登
場
す
る
場
合
が
多
い
︒
季
梁
・
少
師
は
春
秋
時
代
の
南
⽅
の
隨
國
の
⼤
⾂
で
あ
り
︑
宰
嚭
・
伍
員
は
吳
國
の
⼤

⾂
で
︑
お
互
い
に
⼀
⽅
は
姦
⾂
︑
⼀
⽅
が
忠
⾂
と
し
て
﹃
左
傳
﹄
に
記
載
さ
れ
て
い
る
︒
駑
⾺
と
鈍
⼑
が
重
⽤
さ
れ
る
と
︑
王
良
と
伯

樂
︑
ま
た
歐
冶
⼦
の
嘆
息
を
招
く
︒
か
か
る
事
態
は
ま
さ
に
︑
春
秋
時
代
に
︑
楚
國
が
隨
を
攻
め
る
際
に
︑
隨
侯
が
季
梁
の
說
を
聞
か

ず
︑
少
師
の
意
⾒
を
採
⽤
し
て
︑
遂
に
楚
軍
に
⼤
い
に
破
ら
れ
て
い
た
こ
と
︑
及
び
吳
越
兩
國
が
争
う
際
に
︑
吳
王
夫
差
が
伯
嚭
を
宰

相
に
登
⽤
し
て
︑
伍
⼦
胥
を
⾃
害
さ
せ
て
︑
つ
い
に
吳
國
が
越
國
に
滅
ぼ
さ
れ
た
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
︒
ま
た
︑
其
⼀
と
其
⼆
は
︑
逆

に
⼤
⾂
が
忠
義
の
節
を
盡
く
す
べ
き
だ
と
說
い
て
い
る
︒ 

 

蓋
聞
琴
瑟
⾼
張              

蓋
し
聞
く
︑
琴
瑟 

⾼
く
張
れ
ば
︑ 
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則
哀
彈
發         

    

則
ち
哀
し
く
彈
き
發
す
︒ 

節
⼠
抗
⾏              

節
⼠ 

抗 た
か

く
⾏
え
ば
︑ 

則
榮
名
⾄        

     

則
ち
榮
名
⾄
る
と
︒ 

是
以
申
胥
流
⾳
於
南
極        

是
を
以
て
申
胥 

⾳
を
南
極
に
流
し
︑ 

蘇
武
揚
聲
於
朔
裔        

蘇
武 

聲
を
朔
裔
に
揚
ぐ
︒ 

︵︹
三
國
魏
︺
曹
丕
﹁
連
珠
﹂
其
⼀
︑﹃
藝
⽂
類
聚
﹄
卷
五
⼗
七
︶ 

蓋
聞
四
節
異
氣
以
成
歲        

蓋
し
聞
く
︑
四
節 

氣
を
異
に
し
て
以
て
歲
を
成
し
︑ 

君
⼦
殊
道
以
成
名        

君
⼦ 

道
を
殊
に
し
て
以
て
名
を
成
す
と
︒ 

故
微
⼦
奔
⾛
⽽
顯       
 
  
故
に
微
⼦ 

奔
⾛
し
て
顯
し
︑ 

⽐
⼲
剖
⼼
⽽
榮       

 
  
⽐
⼲ 

⼼
を
剖
き
て
榮
え
た
り
︒ 

︵︹
三
國
魏
︺
曹
丕
﹁
連
珠
﹂
其
⼆
︑﹃
藝
⽂
類
聚
﹄
卷
五
⼗
七
︶ 

 

曹
丕
が
其
⼀
に
舉
げ
て
い
る
申
胥
は
即
ち
伍
⼦
胥
で
あ
り
︑﹃
越
絕
書
﹄︑﹃
國
語
﹄
な
ど
の
⽂
獻
に
申
胥
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒
彼
は
吳

王
夫
差
に
﹁
死
諫
﹂
し
て
︑
聞
き
⼊
れ
ら
れ
ず
︑
最
後
に
は
そ
の
死
體
が
⻑
江
に
投
げ
ら
れ
た
と
い
う
︒
蘇
武
は
北
海
の
邊
で
數
⼗
年

を
送
�
た
こ
と
で
有
名
で
あ
る
︒
其
⼆
に
舉
げ
る
微
⼦
︑
⽐
⼲
は
︑
ど
ち
ら
も
儒
家
の
理
想
的
な
忠
⾂
で
あ
る
︒
當
然
︑
こ
の
⼆
⾸
の

中
の
節
⼠
︑
君
⼦
は
︑
曹
丕
⾃
⾝
の
志
を
吐
露
す
る
可
能
性
も
あ
る
が
︑﹁
⾂
聞
﹂
で
は
な
く
︑﹁
蓋
聞
﹂
の
語
か
ら
⾒
れ
ば
︑
⽬
上
の

⽴
場
か
ら
賢
者
を
求
め
て
い
る
と
い
う
解
釋
も
あ
り
得
る
︒
こ
の
よ
う
に
⽴
場
の
對
⽴
性
を
含
む
作
品
の
創
作
は
皇
帝
で
は
な
く
︑
⼀

般
的
な
⼤
⾂
で
も
な
く
︑
副
宰
相
と
し
て
の
五
官
中
郎
將
に
相
應
し
い
と
⾔
え
る
で
あ
ろ
う
︒ 

ま
た
︑
曹
丕
の
歷
史
典
故
の
使
い
⽅
を
⾒
て
も
︑
儒
家
の
占
め
る
分
量
は
決
し
て
多
く
な
く
︑
そ
れ
以
外
の
⼦
書
︑
史
書
を
踏
ま
え

る
と
こ
ろ
が
多
い
︒
特
に
南
の
楚
や
吳
の
典
故
を
多
く
⽤
い
る
點
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
︒
周
知
の
と
お
り
︑
後
漢
末
期
は
知
識
⼈
が

博
學
多
識
を
尊
ぶ
⾵
潮
が
あ
り
︵
14
︶︑
曹
丕
が
わ
ざ
と
南
⽅
の
歷
史
典
故
を
使
う
の
は
︑
⾃
分
の
知
識
の
博
さ
を
⾒
せ
る
意
識
が
あ
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る
で
あ
ろ
う
︵
15
︶︒
王
粲
の
連
珠
に
も
こ
れ
と
同
じ
狀
況
が
垣
間
⾒
ら
れ
る
︒ 

班
固
か
ら
曹
丕
ま
で
の
後
漢
の
連
珠
の
讀
み
⼿
と
語
り
⼿
に
つ
い
て
︑
班
固
﹁
擬
連
珠
﹂︑
王
粲
﹁
仿
連
珠
﹂
な
ど
は
君
⾂
關
係
を
說

い
て
い
る
が
︑語
り
⼿
が
⼤
⾂
の
⽴
場
か
ら
︑皇
帝
の
爲
す
べ
き
こ
と
を
語
�
て
お
り
︑そ
の
聞
き
⼿
は
皇
帝
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
︒

し
か
し
︑
曹
丕
﹁
連
珠
﹂
は
語
り
⼿
が
⽴
場
の
對
⽴
性
を
呈
し
︑
そ
の
聞
き
⼿
は
皇
帝
の
み
な
ら
ず
︑
周
邊
の
⾂
下
も
該
當
す
る
よ
う

で
あ
る
︒
ま
た
︑
班
固
︑
王
粲
⼆
⼈
の
作
品
は
典
故
の
選
⽤
に
つ
い
て
︑
各
々
⽣
き
た
時
代
に
普
遍
的
に
好
ま
れ
る
知
識
を
選
⽤
す
る

傾
向
が
あ
り
︑
聞
き
⼿
を
喜
ば
せ
る
氣
持
が
あ
り
︑
曹
丕
は
⽬
上
の
位
に
い
る
た
め
︑
逆
に
︑
語
り
⼿
と
し
て
︑
⾝
に
つ
け
�
て
い
る

知
識
を
⾃
由
に
連
珠
に
織
り
こ
ん
で
い
る
︒
で
は
陸
機
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒ 

 

第
三
節 

﹁
演
連
珠
﹂
に
お
け
る
典
故
使
⽤
の
傾
向 

   

陸
機
の
﹁
演
連
珠
﹂
に
つ
い
て
︑
五
⼗
⾸
の
連
珠
は
固
定
的
な
趣
旨
が
な
い
の
み
な
ら
ず
︑
各
連
珠
の
内
容
が
⽭
盾
し
た
り
︑
重
複

し
た
り
︑
ば
ら
ば
ら
で
︑
佐
⽵
保
⼦
が
す
で
に
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
相
當
な
﹁
不
均
質
性
﹂
を
呈
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
﹃
⽂
選
﹄
に
載

せ
る
五
⼗
⾸
の
順
番
に
つ
い
て
も
︑
ど
れ
ぐ
ら
い
陸
機
の
原
作
の
順
番
を
保
存
し
て
い
る
か
︑
こ
れ
に
つ
い
て
も
疑
問
が
あ
る
︵
16
︶︒

前
掲
注
︵
８
︶
駱
鴻
凱
の
著
作
に
は
各
⾸
の
趣
旨
を
ま
と
め
て
い
る
が
︑
や
は
り
そ
の
内
容
と
順
番
の
間
に
繋
が
り
の
規
則
は
な
さ
そ

う
で
あ
る
︒
論
者
は
︑
こ
の
五
⼗
⾸
を
各
⾃
の
趣
旨
に
よ
�
て
主
に
以
下
の
五
類
に
分
け
る
︒ 

ま
ず
︑
第
⼀
類
は
︑
班
固
︑
王
粲
の
よ
う
に
︑
君
⾂
關
係
に
つ
い
て
︑
⾂
下
の
視
點
よ
り
︑
君
主
の
⼈
材
登
⽤
に
つ
い
て
說
く
︒
こ

れ
は
七
⾸
あ
る
︵
17
︶︒ 

例
と
し
て
︑
其
五
を
舉
げ
る
︒ 

  

  

⾂
聞
祿
放
於
寵              

⾂
聞
く
︑
祿 

寵
に
放

ほ
し
い
ま
ま

に
す
る
は
︑ 

⾮
隆
家
之
舉
           

家
を
隆
に
す
る
の
舉
に
⾮
ず
︒ 



 142 

官
私
於
親              

官 

親
に
私
す
る
は
︑ 

⾮
興
邦
之
選     

      

邦
を
興
す
の
選
に
⾮
ず
と
︒ 

    
是
以
三
卿
世
及              

是
を
以
て
三
卿 

世
々
に
及
び
て
︑ 

東
國
多
衰
弊
之
政   

    

東
國
に
衰
弊
の
政
多
し
︒ 

五
侯
並
軌              

五
侯 

軌
を
並
ベ
て
︑ 

⻄
京
有
陵
夷
之
運    

   

⻄
京
に
陵
夷
の
運
有
り
︒ 

 
  

 
 

 
    

︵
陸
機
﹁
演
連
珠
﹂
其
五
︑﹃
⽂
選
﹄
卷
五
⼗
五
︶ 

 

 
こ
の
⼀
⾸
の
内
容
は
上
掲
王
粲
の
其
⼆
と
類
似
し
て
︑
君
主
が
祿
位
を
⾝
内
の
寵
愛
す
る
者
に
與
え
る
の
は
︑
國
家
の
衰
弊
を
招
く

こ
と
を
說
い
て
い
る
︒
陸
機
は
こ
こ
で
春
秋
時
期
に
魯
國
の
政
治
が
莊
公
以
降
︑
宗
室
の
孟
孫
⽒
︑
叔
孫
⽒
︑
季
孫
⽒
に
掌
握
さ
れ
て
︑

つ
い
に
衰
微
し
た
こ
と
︑
ま
た
︑
前
漢
の
末
期
に
漢
の
成
帝
は
外
戚
の
王
⽒
⼀
族
を
重
⽤
し
て
爵
祿
を
⼤
い
に
賜
�
た
た
め
︑
つ
い
に

王
莽
に
政
權
を
簒
奪
さ
れ
た
こ
と
を
⽐
喩
と
し
て
︑
そ
の
論
旨
を
說
明
し
て
い
る
︒
魯
國
の
件
に
つ
い
て
は
︑﹃
論
語
﹄
季
⽒
篇
に
孔
⼦

の
論
說
が
あ
り
︑
王
莽
の
件
に
つ
い
て
は
︑﹃
漢
書
﹄
卷
九
⼗
⼋
元
后
傳
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
︒ 

次
に
︑
第
⼆
類
は
曹
丕
の
よ
う
に
︑
⼠
⼈
あ
る
い
は
⼤
⾂
の
節
義
を
盡
く
し
て
名
誉
を
得
た
り
︑
不
遇
に
耐
え
て
出
世
を
待
�
た
り

す
る
こ
と
に
つ
い
て
語
る
も
の
が
あ
る
︒
こ
れ
に
は
⼗
⼆
⾸
が
あ
る
︵
18
︶︒
こ
の
類
は
陸
機
が
⾃
⾝
の
志
を
述
べ
る
と
す
る
先
⾏
硏

究
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
廣
く
⼠
⼈
へ
の
さ
と
し
と
理
解
し
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
︒
こ
こ
で
其
⼗
五
を
例
と
し
て
舉
げ
る
︒ 

 

⾂
聞
良
宰
謀
朝
 
 
 
 
 
 
⾂
聞
く
︑
良
宰
の
朝
に
謀
る
︑ 

不
必
借
威
 
 
 
 
 
 
必
ず
し
も
威
を
借
ら
ず
︒ 

貞
⾂
衛
主
 
 
 
 
 
 
貞
⾂
の
主
を
衛
る
︑ 

修
⾝
則
⾜
 
 
 
 
 
 
⾝
を
修
め
ば
則
ち
⾜
る
と
︒ 

  

是
以
三
晉
之
強
 
 
 
 
 
 
是
を
以
て
三
晉
の
強
も
︑ 
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屈
於
⿑
堂
之
俎
 
 
 
 
⿑
堂
の
俎
に
屈
せ
ら
る
︒ 

千
乘
之
勢
 
 
 
 
 
 
千
乘
の
勢
ひ
も
︑ 

弱
於
陽
⾨
之
哭
 
 
 
 
陽
⾨
の
哭
に
弱
め
ら
る
︒ 

 
  

 
 

 
    

︵
陸
機
﹁
演
連
珠
﹂
其
⼗
五
︑﹃
⽂
選
﹄
卷
五
⼗
五
︶ 

 

こ
の
⼀
⾸
の
趣
旨
は
優
れ
た
⼤
⾂
は
威
勢
に
よ
�
て
國
を
謀
�
た
り
︑
君
主
を
守
�
た
り
す
る
の
で
は
な
く
︑
其
の
⾝
を
修
め
る
だ

け
で
充
分
で
あ
る
と
說
い
て
い
る
︒
修
⾝
は
そ
も
そ
も
﹃
禮
記
﹄
中
庸
・
⼤
學
篇
に
お
い
て
重
要
視
さ
れ
た
⼀
つ
の
問
題
で
あ
り
︑
陸

機
は
こ
こ
で
⼆
つ
の
歷
史
典
故
を
⽤
い
て
い
る
︒
ま
ず
は
︑﹃
晏
⼦
春
秋
﹄
内
篇
雜
上
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
晉
の
平
公
が
范
昭

を
⿑
國
に
出
使
さ
せ
て
︑
⿑
の
政
治
を
圖
ら
せ
︑
范
昭
が
⿑
國
の
宴
會
で
⿑
の
景
公
の
杯
を
借
り
る
こ
と
に
よ
�
て
︑
⿑
國
君
⾂
の
反

應
を
試
そ
う
と
し
た
が
︑
晏
⼦
が
范
昭
の
意
圖
を
⾒
抜
い
て
拒
絶
し
︑
⿑
の
景
公
の
尊
嚴
を
守
�
て
い
る
︒
孔
⼦
は
そ
の
こ
と
を
聞
い

て
︑
晏
⼦
を
激
賞
し
た
︒
次
に
︑﹃
禮
記
﹄
檀
⼸
下
に
記
載
し
て
い
る
よ
う
に
︑
晉
國
は
間
諜
を
遣
わ
し
て
︑
宋
國
を
探
査
さ
せ
た
と
こ

ろ
︑
宋
國
の
司
城
に
仕
え
る
⼦
罕
が
⼀
⼈
の
衛
⼠
の
死
に
悲
し
く
泣
く
樣
⼦
を
⾒
て
︑
宋
國
が
侵
略
し
が
た
い
國
で
あ
る
と
晉
の
國
君

に
報
告
し
て
い
た
︒
孔
⼦
は
こ
の
こ
と
を
聞
い
て
︑
⼦
罕
を
稱
贊
し
た
︒
い
ず
れ
も
⼩
さ
な
こ
と
に
よ
�
て
︑
國
や
君
主
を
守
る
⼤
事

を
預
⾒
し
た
の
で
あ
る
︒
陸
機
は
こ
の
⼆
つ
の
こ
と
に
よ
�
て
︑
そ
の
論
旨
を
補
い
說
明
し
て
い
る
︒ 

さ
ら
に
︑
第
三
類
は
︑
君
⾂
兩
⽅
の
視
點
よ
り
︑
お
互
い
に
歩
調
を
合
わ
せ
る
こ
と
を
說
く
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
は
七
⾸
が
あ
る

︵
19
︶︒
例
と
し
て
︑
其
⼆
を
例
と
し
て
舉
げ
よ
う
︒ 

 

⾂
聞
任
重
於
⼒            

⾂
聞
く
︑
任 

⼒
よ
り
重
き
と
き
︑ 

才
盡
則
困            

才 

盡
く
れ
ば
則
ち
困
む
︒ 

⽤
廣
其
器            

⽤ 

其
の
器
よ
り
廣
き
と
き
︑ 

應
博
則
兇            

應 

博
け
れ
ば
則
ち
兇
な
り
と
︒         

是
以
物
勝
權
⽽
衡
殆        

是
を
以
て
物 

權
に
勝
て
ば
衡
は
殆
く
︑ 
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形
過
鏡
則
照
窮        

形 

鏡
を
過
ぐ
れ
ば
則
ち
照
は
窮
ま
る
︒ 

故
明
主
程
才
以
效
業        

故
に
明
主
は
才
を
程
り
て
以
て
業
を
效い

た

し
︑ 

貞
⾂
厎
⼒
⽽
辭
豐        

貞
⾂
は
⼒
を
厎 い

た

し
て
豐
を
辭
す
︒ 

 
  

 
 

 
    

︵
陸
機
﹁
演
連
珠
﹂
其
⼆
︑﹃
⽂
選
﹄
卷
五
⼗
五
︶ 

 こ
の
作
品
に
は
三
つ
の
命
題
が
あ
り
︑陸
機
が
⼀
つ
⽬
の
命
題
で
任
務
が
そ
の
實
⼒
を
超
え
る
場
合
︑そ
の
才
能
を
盡
く
し
た
後
に
︑

窮
地
に
陥
り
︑
品
物
の
使
⽤
範
圍
が
そ
の
性
能
を
超
え
れ
ば
︑
使
え
な
く
な
�
て
し
ま
う
︑
と
い
う
道
理
を
提
出
し
た
そ
し
て
⼆
つ
⽬

の
命
題
で
重
り
と
稱
︑
ま
た
形
と
鏡
を
⽐
喩
と
し
て
︑
具
體
的
に
こ
の
道
理
を
說
明
し
て
い
る
︒
陸
機
の
論
說
は
こ
こ
で
は
ま
だ
終
わ

ら
ず
︑
最
も
重
要
な
の
は
︑
こ
の
後
に
續
く
命
題
で
︑
道
理
と
政
治
世
界
と
の
つ
な
が
り
を
說
き
︑
君
主
が
⾂
下
の
才
能
に
よ
�
て
ふ

さ
わ
し
い
職
を
授
與
さ
れ
︑
逆
に
︑
⾂
下
が
⾃
分
の
⼒
を
全
て
盡
く
す
べ
き
の
み
な
ら
ず
︑
⾃
分
の
才
能
を
超
え
る
官
職
や
寵
祿
を
や

め
る
べ
き
だ
と
說
い
て
い
る
︒
こ
の
三
つ
⽬
の
命
題
こ
そ
︑
こ
の
作
品
の
核
⼼
で
あ
る
︒ 

以
上
の
三
種
類
は
述
べ
る
主
體
が
異
な
る
が
︑
い
ず
れ
も
君
⾂
の
視
點
に
よ
る
内
容
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒ 

ま
た
︑
第
四
種
と
し
て
︑
君
主
に
と
�
て
︑
普
遍
的
な
政
治
の
や
り
⽅
︑
例
え
ば
︑
庶
⺠
に
對
す
る
教
化
を
語
る
も
の
が
あ
る
︒
こ

れ
に
は
⼋
⾸
が
あ
る
︵
20
︶︒
こ
こ
で
其
⼆
⼗
を
舉
げ
る
︒ 

 

 
⾂
聞
春
⾵
朝
煦            

⾂
聞
く
︑
春
⾵ 

朝
に
煦
か
な
れ
ば
︑ 

蕭
艾
蒙
其
溫    

     

蕭
艾
も
其
の
溫
を
蒙
る
︒ 

秋
霜
宵
墜            

秋
霜 

宵
に
墜
つ
れ
ば
︑ 

芝
蕙
被
其
涼     

    

芝
蕙
も
其
の
涼
を
被
る
と
︒ 

  

是
故
威
以
⿑
物
爲
肅        

是
の
故
に
威
は
物
を
⿑
し
く
す
る
を
以
て
肅
と
爲
し
︑ 
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德
以
普
濟
爲
弘        

德
は
普
く
濟
ふ
を
以
て
弘
と
爲
す 

  

  

︵
陸
機
﹁
演
連
珠
﹂
其
⼆
⼗
︑﹃
⽂
選
﹄
卷
五
⼗
五
︶ 

 

蕭
艾
は
雑
草
で
あ
り
︑
芝
蕙
は
⾹
草
で
あ
る
︒
陸
機
は
こ
こ
で
君
主
の
威
德
は
貴
賤
を
問
わ
ず
︑
萬
⺠
に
賞
罰
を
加
え
る
べ
き
だ
と

說
い
て
い
る
︒ 

最
後
に
︑
第
五
類
は
︑
⽇
常
の
⾏
い
に
つ
い
て
︑
抽
象
的
な
倫
理
を
說
く
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
は
⼗
六
⾸
が
あ
る
︵
21
︶︒
こ
こ

で
其
三
⼗
五
を
例
と
し
て
舉
げ
る
︒ 

 

⾂
聞
絃
有
常
⾳            

⾂
聞
く
︑
絃
に
常
⾳
有
り
︑ 

故
曲
終
則
改      
   
故
に
曲
終
れ
ば
則
ち
改
ま
る
︒    

鏡
無
畜
影            
鏡
に
畜
影
無
し
︑ 

故
觸
形
則
照     

    

故
に
形
に
觸
る
れ
ば
則
ち
照
ら
す
と
︒ 

是
以
虛
⼰
應
物            

是
を
以
て
⼰
を
虛
し
う
し
て
物
に
應
ず
れ
ば
︑ 

必
究
千
變
之
容  

     

必
ず
千
變
の
容
を
究
む
︒ 

挾
情
適
事            

情
を
挾
ん
で
事
に
適
け
ば
︑ 

不
觀
萬
殊
之
妙
︒
     

萬
殊
の
妙
を
觀
ず
︒ 

 
  

 
 

 
    

︵
陸
機
﹁
演
連
珠
﹂
其
三
⼗
五
︑﹃
⽂
選
﹄
卷
五
⼗
五
︶ 

 

陸
機
は
こ
の
⼀
⾸
に
ま
ず
琴
を
弾
く
こ
と
及
び
鏡
に
影
を
照
ら
す
こ
と
に
よ
�
て
︑
⽐
喩
を
お
こ
な
�
て
い
る
︒
琴
は
基
準
⾳
が
あ

�
て
︑
⼀
曲
が
終
わ
れ
ば
そ
の
調
⼦
を
も
と
に
調
整
す
る
︒
し
か
し
︑
鏡
は
⼈
の
過
去
の
樣
⼦
を
保
存
で
き
ず
︑
當
時
の
姿
の
み
を
映

す
こ
と
し
か
で
き
な
い
︒
こ
の
⼆
つ
の
現
象
か
ら
悟
�
た
道
理
は
︑
⼰
を
虚
し
く
し
て
⼈
と
應
じ
れ
ば
︑
そ
の
對
象
が
い
く
ら
變
化
し

て
も
⾒
抜
く
こ
と
が
で
き
︑も
し
先
⼊
觀
を
持
�
て
事
を
處
理
す
れ
ば
︑物
事
の
間
の
微
妙
な
異
な
り
を
察
せ
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
︒ 
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以
上
は
︑﹁
演
連
珠
﹂の
五
種
類
の
主
旨
で
あ
る
︒陸
機
以
前
の
連
珠
は
そ
の
多
く
が
散
逸
し
た
が
︑現
存
す
る
連
珠
と
⽐
較
す
れ
ば
︑

陸
機
の
連
珠
は
確
か
に
内
容
上
そ
の
範
圍
を
廣
げ
た
の
み
な
ら
ず
︑
⽐
喩
の
種
類
も
豐
富
に
な
�
て
い
る
︒
⾃
然
の
⾵
物
︑
⾳
樂
︑
⾹

り
︑
⾝
の
回
り
の
品
物
︑
全
て
陸
機
の
⽐
喩
に
資
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑﹁
理
﹂・﹁
性
﹂・﹁
情
﹂︑﹁
形
﹂・﹁
影
﹂・﹁
神
﹂
な
ど
當
時
⽞
學

の
議
論
に
使
わ
れ
て
い
る
概
念
も
﹁
演
連
珠
﹂
の
中
に
使
わ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
⽐
喩
の
要
素
に
つ
い
て
︑
先
⾏
硏
究
に
す
で
に
多

く
論
じ
ら
れ
て
い
る
︵
22
︶︒
し
か
し
︑
か
く
い
う
⽞
學
が
陸
機
の
連
珠
の
議
論
す
る
中
⼼
に
位
置
す
る
と
は
考
え
難
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑

連
珠
の
五
種
類
の
趣
旨
が
五
⼗
⾸
の
中
に
占
め
る
⽐
率
か
ら
⾒
れ
ば
︑
や
は
り
︑
政
治
に
關
わ
る
連
珠
が
多
い
た
め
だ
︒
第
⼀
類
か
ら

第
四
類
ま
で
︑
君
主
は
⼈
材
を
い
か
に
選
抜
す
る
の
か
︑
⼠
⼈
︑
⼤
⾂
が
こ
の
世
を
い
か
に
濟
う
の
か
︑
君
⾂
關
係
に
せ
よ
︑
世
を
治

め
る
⽅
に
せ
よ
︑
全
て
政
治
術
に
關
わ
�
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒
第
五
類
は
抽
象
的
論
理
を
說
い
て
い
る
と
⾔
え
る
け
れ
ど
も
︑
哲
學

的
な
概
念
で
は
な
く
︑
物
事
を
い
か
に
⾏
う
か
に
つ
い
て
の
内
容
が
多
い
︒ 

ま
た
︑
陸
機
の
﹁
演
連
珠
﹂
で
は
︑
上
掲
其
五
︑
其
⼗
五
の
よ
う
に
︑
歷
史
典
故
を
⽤
い
て
⽐
喩
を
⾏
う
例
が
多
い
︒
論
者
の
統
計

に
よ
れ
ば
︑﹁
演
連
珠
﹂
五
⼗
⾸
中
に
︑
歷
史
典
故
を
⽤
い
る
の
は
⼆
⼗
⾸
に
⾄
る
︵
23
︶︒
特
に
注
⽬
す
べ
き
な
の
は
︑
陸
機
の
三
箇

命
題
の
連
珠
で
あ
る
︒
三
箇
命
題
は
前
の
⼆
つ
の
命
題
で
い
か
に
抽
象
的
な
話
題
を
議
論
し
て
も
︑
三
箇
⽬
の
命
題
で
必
ず
政
治
の
話

題
に
移
る
︒
上
掲
其
⼆
と
其
⼆
⼗
七
は
そ
の
例
で
あ
る
︒
特
に
︑
陸
機
は
故
意
に
政
治
的
な
話
題
に
移
ろ
う
と
し
て
い
る
︒
例
え
ば
︑

其
四
⼗
⼆
は
典
型
的
な
⼀
例
で
あ
る
︒ 

 

⾂
聞
煙
出
於
⽕            

⾂
聞
く
︑
煙
は
⽕
よ
り
出
づ
れ
ど
も
︑ 

⾮
⽕
之
和      

     

⽕
の
和
に
⾮
ら
ず
︒ 

情
⽣
於
性            

情
は
性
よ
り
⽣
ず
れ
ど
も
︑ 

⾮
性
之
適  

         

性
の
適
に
⾮
ら
ず
︒ 

  

故
⽕
壯
則
煙
微            

故
に
⽕ 

壯
な
れ
ば
則
ち
煙
は
微
か
に
︑ 

性
充
則
情
約            

性 

充
つ
れ
ば
則
ち
情
は
約
な
り
と
︒ 

  

是
以
殷
墟
有
感
物
之
悲      

是
を
以
て
殷
墟
に
感
物
の
悲
み
有
り
︑ 
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周
京
無
佇
⽴
之
跡      

周
京
に
佇
⽴
の
跡
無
し
︒ 

  

  

︵
陸
機
﹁
演
連
珠
﹂
其
四
⼗
⼆
︑﹃
⽂
選
﹄
卷
五
⼗
五
︶ 

 

ま
ず
︑
⼀
つ
⽬
の
命
題
で
は
︑﹁
煙
﹂
と
﹁
⽕
﹂︑﹁
情
﹂
と
﹁
性
﹂
と
の
關
係
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
︒
煙
は
⽕
か
ら
⽣
ず
る
も
の
で

あ
る
が
︑
⽕
の
調
和
し
た
狀
態
に
⽣
ず
る
も
の
で
は
な
い
︒
か
か
る
關
係
は
﹁
情
﹂
と
﹁
性
﹂
に
も
適
⽤
し
て
い
る
︒
情
は
性
か
ら
⽣

み
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
︑
性
の
適
當
な
狀
態
に
⽣
み
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
︒
次
に
︑
⼆
つ
⽬
の
命
題
で
は
︑
か
か
る
關
係
か

ら
導
か
れ
た
結
果
を
述
べ
て
い
る
︒
故
に
︑
⽕
を
充
分
に
燃
や
せ
ば
煙
は
衰
微
に
な
り
︑
性
が
盈
ち
れ
ば
︑
情
も
抑
え
ら
れ
て
い
く
︒

前
の
⼆
つ
の
命
題
は
性
と
情
の
關
係
と
い
う
魏
晉
時
代
の
⽞
學
の
⼀
つ
の
重
要
な
話
題
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
る
が
︑
三
つ
⽬
の
命
題

は
忽
ち
歷
史
の
話
に
變
わ
�
て
い
る
︒
殷
の
遺
⺠
た
ち
は
殷
都
の
廢
墟
を
通
り
過
ぎ
て
悲
し
み
︑
東
周
の
⼈
は
昔
の
鎬
京
を
訪
ね
て
︑

弔
う
場
所
が
す
で
に
な
い
と
感
傷
す
る
︒
か
か
る
王
朝
衰
亡
に
從
う
遺
⺠
の
感
情
は
﹁
情
﹂・﹁
性
﹂
と
關
連
性
が
あ
ま
り
な
い
と
考
え

ら
れ
る
︒
む
し
ろ
︑
陸
機
が
無
理
や
り
兩
者
を
繋
げ
て
い
る
よ
う
に
も
讀
め
る
︒
故
に
︑
劉
孝
標
は
こ
の
⼀
⾸
を
以
下
の
よ
う
に
解
釋

し
て
い
る
︒ 

 

 
劉
⽈
︑
殷
墟
謂
紂
也
︒
周
京
︑
幽
王
也
︒
棄
性
逐
慾
︑
遂
令
⾝
死
︑
國
家
爲
墟
︒
故
微
⼦
視
⿆
秀
⽽
悲
殷
︑
周
⼤
夫
⾒
⽲
⿉
⽽
悲

感
者
也
︒ 

    

劉
⽈
く
︑
殷
墟
は
紂
を
謂
ふ
な
り
︒
周
京
は
︑
幽
王
な
り
︒
性
を
棄
て
て
慾
を
逐
ひ
︑
遂
に
⾝
を
し
て
死
な
し
め
︑
國
家
を
し

て
墟
と
爲
さ
し
む
︒
故
に
微
⼦
は
⿆
の
秀
び
た
る
を
視
て
殷
を
悲
し
み
︑
周
の
⼤
夫
は
⽲
⿉
を
⾒
て
悲
感
す
る
な
り
︒ 

︵﹃
⽂
選
﹄
卷
五
⼗
五
︑﹁
演
連
珠
﹂
其
四
⼗
⼆
に
つ
い
て
の
劉
孝
標
注
︶ 

 

劉
孝
標
の
注
は
王
朝
の
興
衰
を
君
主
の
性
情
に
よ
る
と
考
え
て
い
る
が
︑兩
者
の
論
理
的
繋
が
り
は
緊
密
と
は
⾔
え
な
い
で
あ
ろ
う
︒

で
は
な
ぜ
陸
機
が
こ
の
よ
う
に
強
引
に
も
歷
史
の
話
を
差
し
込
も
う
と
す
る
の
か
︒
こ
れ
は
陸
機
の
個
⼈
の
⽂
學
的
な
趣
味
と
い
う
よ

り
︑
⻄
晉
時
代
の
連
珠
と
い
う
⽂
體
に
對
す
る
認
識
に
關
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
前
掲
傅
⽞
﹁
連
珠
敘
﹂
に
︑
す
で
に
連
珠
が
﹁
古
詩
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の
勸
興
の
三
義
﹂
に
相
應
し
く
あ
る
べ
き
だ
と
指
摘
し
て
い
る
︒
傅
⽞
は
﹁
連
珠
敘
﹂
に
さ
ら
に
理
想
的
な
連
珠
を
指
摘
し
て
い
る
︒ 

 
班
固
諭
美
辭
壯
︑
⽂
章
弘
麗
︑
最
得
其
體
︒…

…

賈
逵
儒
⽽
不
豔
︑
傅
毅
有
⽂
⽽
不
典
︒ 

班
固 
諭
は
美
し
く
辭
は
壯
に
し
て
︑
⽂
章
は
弘
麗
た
り
︑
最
も
其
の
體
を
得
た
り
︒…

…

賈
逵 

儒
に
し
て
豔
な
ら
ず
︑
傅
毅 

⽂
あ
り
て
典
な
ら
ず
︒ 

 班
固
の
連
珠
は
⽐
喩
が
美
し
く
︑
⾔
語
が
壯
⼤
で
あ
る
︒
故
に
彼
の
連
珠
⽂
は
最
も
素
晴
ら
し
い
と
評
さ
れ
て
い
る
︒
賈
逵
の
連
珠

⽂
は
儒
學
の
要
素
が
あ
る
が
︑
⽂
字
の
華
や
か
さ
が
⾜
り
な
い
︒
傅
毅
は
賈
逵
と
眞
逆
で
あ
り
︑
⽂
字
の
華
麗
さ
は
充
分
で
あ
る
が
︑

儒
家
に
の
�
と
る
と
こ
ろ
が
⾜
り
な
い
︒
要
す
る
に
︑
そ
の
⽐
喩
の
中
に
儒
家
の
說
に
則
�
た
も
の
が
あ
り
︑
か
つ
⽂
字
が
美
し
け
れ

ば
︑
素
晴
ら
し
い
連
珠
だ
と
⾔
え
る
︒
前
節
の
班
固
の
連
珠
を
⾒
れ
ば
︑
そ
の
⽐
喩
の
中
に
歷
史
典
故
を
多
く
⽤
い
て
︑
儒
家
に
尊
ば

れ
る
⼈
物
を
と
る
と
こ
ろ
が
多
く
︑
さ
ら
に
︑
儒
家
の
﹃
易
經
﹄
を
直
接
引
⽤
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
連
珠
こ
そ
︑﹁
古
詩

の
勸
興
の
三
義
﹂
に
相
應
し
い
で
あ
ろ
う
︒
か
か
る
基
準
か
ら
⾒
れ
ば
︑
陸
機
の
﹁
演
連
珠
﹂
も
該
當
す
る
︒ 

前
掲
注
︵
23
︶
の
中
に
表
で
陸
機
の
﹁
演
連
珠
﹂
の
歷
史
典
故
の
使
⽤
狀
況
を
統
計
し
て
い
る
︒
表
か
ら
⾒
れ
ば
︑
⼆
⼗
⾸
の
中
に
︑

先
秦
時
代
の
諸
⼦
百
家
の
說
に
共
通
す
る
典
故
も
あ
る
が
︑
儒
家
の
經
典
︑
例
え
ば
︑﹃
尚
書
﹄︑﹃
左
傳
﹄︑﹃
韓
詩
外
傳
﹄︑﹃
論
語
﹄
な

ど
儒
家
の
⽂
獻
を
踏
ま
え
る
例
が
⼗
四
⾸
あ
り
︑
他
の
﹃
呂
⽒
春
秋
﹄︑﹃
晏
⼦
春
秋
﹄
に
孔
⼦
と
そ
の
弟
⼦
な
ど
儒
家
の
⼈
物
に
關
わ

る
典
故
を
⽤
い
る
の
は
三
⾸
あ
り
︑
計
⼗
七
⾸
と
な
る
︒
ま
た
︑﹃
史
記
﹄
と
﹃
漢
書
﹄
な
ど
漢
代
以
來
の
史
書
を
踏
ま
え
る
の
は
六
⾸

あ
る
︒
ま
た
︑
先
秦
諸
⼦
の
著
作
に
特
有
の
典
故
も
︑
各
々
散
⾒
し
て
い
る
︒
無
論
︑
こ
の
中
に
重
複
す
る
も
の
も
あ
る
が
︑
出
現
す

る
頻
度
と
し
て
︑
儒
家
に
關
わ
る
歷
史
典
故
の
使
⽤
が
多
い
の
は
間
違
い
な
い
︒
こ
こ
で
論
者
は
歷
史
典
故
が
使
わ
れ
る
數
量
で
は
な

く
︑出
現
す
る
頻
度
に
注
⽬
し
た
い
︒な
ぜ
な
ら
︑陸
機
以
前
の
班
固
か
ら
王
粲
ま
で
の
連
珠
は
殘
さ
れ
た
作
品
數
が
少
な
い
も
の
の
︑

作
品
中
の
典
故
の
出
現
頻
度
は
あ
る
程
度
⼀
致
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
前
掲
班
固
の
連
珠
に
現
れ
る
歷
史
典
故
は
儒

家
傾
向
が
顯
著
だ
が
︑
王
粲
︑
曹
丕
ら
の
連
珠
は
知
識
の
廣
博
さ
を
誇
⽰
す
る
傾
向
が
⾒
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
陸
機
の
連
珠
の
歷
史
典

故
は
再
び
儒
家
を
尊
ぶ
傳
統
に
戾
�
て
い
る
︒ 
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ま
た
︑
陸
機
が
使
う
歷
史
典
故
に
は
地
域
性
が
あ
る
︒
こ
の
地
域
性
は
⼆
つ
の
⽅
⾯
で
⾒
ら
れ
る
︒
ま
ず
は
︑
陸
機
の
⽅
位
を
指
⽰

す
る
⾔
葉
か
ら
⾒
れ
ば
︑
洛
陽
中
⼼
の
意
識
を
讀
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒
其
五
・
其
⼆
⼗
三
・
其
四
⼗
⼋
は
そ
の
例
で
あ
る
︒︵
傍
線

は
論
者
に
よ
る
︒︶ 

 
 
⾂
聞
祿
放
於
寵            

⾂
聞
く
︑
祿 

寵
に
放

ほ
し
い
ま
ま

に
す
れ
ば
︑ 

⾮
隆
家
之
舉
         

家
を
隆
に
す
る
の
舉
に
⾮
ず
︒ 

官
私
於
親            

官 

親
に
私
す
る
は
︑ 

⾮
興
邦
之
選          

邦
を
興
す
の
選
に
⾮
ず
と
︒ 

是
以
三
卿
世
及            

是
を
以
て
三
卿 

世
々
及
び
て
︑ 

東
國
多
衰
弊
之
政      
東
國
に
衰
弊
の
政
多
し
︒ 

五
侯
並
軌            
五
侯 

軌
を
並
び
て
︑ 

⻄
京
有
陵
夷
之
運
     

⻄
京
に
陵
夷
の
運
あ
り
︒ 

  

  

︵
陸
機
﹁
演
連
珠
﹂
其
五
︑﹃
⽂
選
﹄
卷
五
⼗
五
︶ 

 
 
⾂
聞
絕
節
⾼
唱            

⾂
聞
く
︑
絕
節 
⾼
唱
は
︑ 

        

⾮
凡
⽿
所
悲
 
 
 
 
 
凡
⽿
の
悲
し
み
所
に
⾮
ず
︒ 

        

肆
義
芳
訊
 
 
 
 
 
 
肆
義 

芳
訊
は
︑ 

        

⾮
庸
聽
所
善
 
 
 
 
 
庸
聽
の
善
す
る
所
に
⾮
と
︒ 

是
以
南
荊
有
寡
和
之
歌
 
 
 
是
を
以
て
南
荊
に
は
和
す
る
こ
と
寡
き
の
歌
有
り
︑ 

東
野
有
不
釋
之
辨
 
 
 
東
野
に
は
釋
か
ざ
る
の
辨
有
り
︒ 

  
 

 

︵
陸
機
﹁
演
連
珠
﹂
其
⼆
⼗
三
︑﹃
⽂
選
﹄
卷
五
⼗
五
︶
  

⾂
聞
虐
暑
熏
天
 
 
 
 
 
 
⾂
聞
く
︑
虐
暑 

天
を
熏
く
も
︑ 

不
減
堅
冰
之
寒
 
 
   

堅
冰
の
寒
を
減
ぜ
ず
︒ 
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涸
陰
凝
地
 
 
 
 
 
 
涸
陰 

地
に
凝
る
も
︑ 

        

無
累
陵
⽕
之
熱
 
  

  

陵
⽕
の
熱
を
累
す
無
し
と
︒ 

是
以
吞
縱
之
強            

是
を
以
て
吞
縱
の
強
も
︑ 

不
能
反
蹈
海
之
志      

蹈
海
の
志
を
反
す
能
は
ず
︑ 

漂
⿄
之
威            

漂
⿄
の
威
も
︑ 

不
能
降
⻄
⼭
之
節      

⻄
⼭
の
節
を
降
す
能
は
ず
︒ 

  

︵
陸
機
﹁
演
連
珠
﹂
其
四
⼗
⼋
︑﹃
⽂
選
﹄
卷
五
⼗
五
︶ 

 

其
五
の
東
國
は
魯
國
を
指
し
︑
⻄
京
は
無
論
前
漢
の
都
の
⻑
安
を
指
す
︒
ま
た
︑
其
⼆
⼗
三
の
南
荊
は
楚
の
郢
都
を
指
し
︑
東
野
は

魯
の
東
の
郊
外
の
地
を
指
す
︒ま
た
︑其
四
⼗
⼋
の
⻄
⼭
は
伯
夷
叔
⿑
が
餓
死
し
た
⾸
陽
⼭
で
あ
る
︒こ
れ
ら
の
地
名
の
出
典
は
注︵
23
︶

の
表
に
あ
る
︒
そ
の
中
に
︑
東
野
︑
⻄
⼭
は
﹃
孔
⼦
家
語
﹄
と
﹃
史
記
﹄
の
原
⽂
そ
の
ま
ま
踏
ま
え
て
い
る
︒﹁
⻄
⼭
﹂
に
つ
い
て
︑﹃
史

記
﹄
伯
夷
叔
⿑
列
傳
の
裴
駰
の
集
解
に
は
︑
陸
機
以
前
の
諸
說
に
つ
い
て
︑
曹
⼤
家
﹁
幽
通
賦
﹂
注
に
は
⾸
陽
⼭
が
﹁
隴
⻄
の
⾸
︵
隴

⻄
⾸
︶﹂
に
あ
る
と
し
︑
⾺
融
は
⾸
陽
⼭
が
﹁
河
東
蒲
阪
華
⼭
之
北
︑
河
曲
之
中
︵
河
東
蒲
阪
華
⼭
の
北
︑
河
曲
の
中
︶﹂
に
あ
る
と
し
︑

い
ず
れ
も
洛
陽
の
⻄
に
位
置
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
地
理
感
覺
か
ら
⾒
れ
ば
︑
陸
機
︑
あ
る
い
は
演
連
珠
の
語
り
⼿
は
洛
陽
で
執
筆
し

た
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
陸
機
が
採
⽤
し
た
歷
史
典
故
は
主
に
北
⽅
に
發
⽣
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
注
︵
23
︶
の
表
に
⾒
ら

れ
る
よ
う
に
︑
陸
機
は
故
國
の
吳
楚
の
地
の
歷
史
典
故
を
わ
ず
か
四
例
し
か
使
⽤
し
て
い
な
い
︒
其
⼆
⼗
⼆
で
春
秋
時
期
の
楚
の
令
尹

⼦
常
が
費
無
極
︑
鄢
將
師
を
族
滅
す
る
こ
と
︑
其
⼆
⼗
三
で
宋
⽟
と
楚
王
の
問
答
す
る
こ
と
︑
其
⼆
⼗
七
で
⻄
施
の
こ
と
︑
其
四
⼗
⼆

で
楚
昭
王
が
靴
を
失
う
こ
と
以
外
に
︑
ほ
と
ん
ど
中
原
︑
⿑
魯
︑
秦
晉
の
歷
史
典
故
を
多
く
舉
げ
て
い
る
︒
こ
れ
は
陸
機
が
意
識
し
て

選
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
上
⽂
に
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
曹
丕
の
連
珠
は
︑
南
の
吳
國
の
歷
史
典
故
を
多
く
使
�
た
が
︑
そ
れ
と
は

對
照
的
に
︑
陸
機
は
あ
え
て
主
に
北
⽅
の
歷
史
典
故
を
使
�
て
い
る
︒
で
は
︑
な
ぜ
︑
陸
機
は
主
に
北
⽅
の
歷
史
典
故
を
使
�
た
の
か
︒

連
珠
は
班
固
か
ら
曹
丕
ま
で
︑
主
に
洛
陽
で
創
作
さ
れ
た
⽂
學
で
あ
り
︑
さ
ら
に
は
宮
廷
⽂
學
の
性
格
が
強
い
︒
そ
の
主
な
機
能
は
﹁
古

詩
の
勸
興
の
義
﹂
を
持
�
て
君
主
へ
の
さ
と
し
を
⽬
指
し
て
い
る
︒﹁
勸
百
諷
⼀
﹂
の
⻑
篇
な
賦
と
對
照
的
に
︑
連
珠
は
短
い
⽂
章
で
直
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接
諷
諫
の
義
を
述
べ
て
い
る
︒
曹
丕
以
來
︑
聞
き
⼿
は
必
ず
皇
帝
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
な
�
た
が
︑
か
か
る
短
い
⽂
章
で
聞
き

⼿
を
悟
ら
せ
た
け
れ
ば
︑
聞
き
⼿
の
慣
れ
て
い
る
知
識
を
引
⽤
し
て
⽐
喩
し
た
⽅
が
︑
よ
り
聞
き
⼿
を
悟
ら
せ
る
効
果
が
あ
る
の
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
か
︒ 

陸
機
以
前
の
連
珠
は
古
詩
の
﹁
勸
興
﹂
の
義
を
継
承
し
た
⽂
體
で
あ
り
︑﹁
勸
﹂︑
す
な
わ
ち
皇
帝
を
励
ま
す
こ
と
は
連
珠
の
核
⼼
的

な
機
能
︑
或
い
は
⽬
的
だ
と
い
え
る
︒
し
か
し
︑
曹
丕
の
﹁
連
珠
﹂
は
あ
え
て
皇
帝
に
向
け
ら
れ
だ
け
で
は
な
く
︑
周
圍
の
⼤
⾂
に
も

讀
ま
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
よ
う
で
︑
そ
の
聞
き
⼿
に
は
多
樣
性
が
あ
り
︑
語
り
⼿
も
ま
た
多
樣
な
聞
き
⼿
を
意
識
し
て
創
作
し

て
い
る
︒
こ
の
原
因
は
上
⽂
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
語
り
⼿
で
あ
る
曹
丕
が
︑
五
官
中
郎
將
と
い
う
⽴
場
に
あ
�
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒ 

陸
機
の
場
合
︑
滅
ん
だ
吳
國
の
遺
⺠
と
し
て
上
洛
し
た
彼
は
︑
そ
の
聞
き
⼿
は
當
時
の
皇
帝
︑
す
な
わ
ち
晉
惠
帝
司
⾺
衷
だ
け
で
は

な
く
︑
北
⽅
の
⼠
⼈
階
層
に
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
︒
聞
き
⼿
の
慣
れ
た
知
識
を
使
⽤
す
る
の
は
︑
北
⽅
の
知
識
⼈
階
層
に
認
ら
れ
る
た

め
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒
曹
丕
と
同
じ
意
味
で
﹁
異
邦
﹂
の
歷
史
典
故
を
使
う
が
︑
そ
の
動
機
は
異
な
る
︒
⽬
上
の
⽴
場
に
い
る
曹

丕
の
場
合
は
知
識
の
廣
博
さ
を
尊
ぶ
時
代
⾵
潮
の
な
か
に
︑
⾃
分
の
教
養
を
展
開
す
る
た
め
で
あ
り
︑
遺
⺠
の
⽴
場
に
い
る
陸
機
の
場

合
は
︑
北
⽅
の
知
識
⼈
の
承
認
を
得
る
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
周
知
の
通
り
︑
⻄
晉
元
康
時
代
の
⽂
⼈
と
⾔
え
ば
︑
陸
機
兄
弟
以
外

に
︑
⽂
壇
の
中
⼼
に
は
無
論
張
華
が
あ
り
︑
三
張
︵
張
載
︑
張
協
︑
張
亢
︶・
兩
潘
︵
潘
尼
︑
潘
岳
︶・
⼀
左
︵
左
思
︶
な
ど
が
後
世
に

稱
揚
さ
れ
て
お
り
︑
張
華
は
范
陽
︑
三
張
は
安
平
︑
兩
潘
は
司
隸
︑
左
思
は
⿑
國
臨
淄
の
出
⾝
で
あ
り
︑
ま
た
︑﹁
連
珠
叙
﹂
を
執
筆
し

た
傅
⽞
と
侄
の
傅
咸
は
北
地
の
⼈
で
あ
る
︒陸
機
は
必
ず
し
も
專
ら
張
華
ら
の
評
價
を
得
る
た
め
連
珠
を
創
作
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
︑

こ
の
よ
う
に
︑
北
⽅
の
各
地
か
ら
洛
陽
に
き
た
知
識
⼈
の
好
評
を
集
め
る
た
め
に
︑
陸
機
は
﹁
⻄
京
﹂
か
ら
﹁
東
野
﹂
ま
で
︑
北
⽅
の

歷
史
典
故
を
廣
く
踏
ま
え
た
の
だ
ろ
う
︒
で
は
︑
陸
機
の
﹁
演
連
珠
﹂
は
北
⽅
⼠
⼈
階
層
に
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒ 

 

第
四
節  

﹁
演
連
珠
﹂
と
⻄
晉
時
期
の
秀
才
策
問 

 

陸
機
﹁
演
連
珠
﹂
は
前
節
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
そ
の
内
容
が
五
種
類
に
分
け
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
五
種
類
の
内
容
に
よ
�
て
︑
語
り

⼿
の
⽴
場
も
曹
丕
と
類
似
す
る
對
⽴
性
を
讀
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
ず
︑
君
主
の
⼈
材
登
⽤
に
つ
い
て
說
く
第
⼀
類
︑
及
び
世
を
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治
め
る
こ
と
を
說
く
第
四
類
が
と
も
に
皇
帝
向
け
で
あ
る
︒
次
に
︑
賢
⼠
隠
者
・
忠
⾂
節
⼠
に
つ
い
て
語
る
第
⼆
類
︑
及
び
⾏
い
に
つ

い
て
の
抽
象
的
規
範
を
論
じ
る
第
五
類
は
普
遍
的
な
物
事
の
⾏
い
に
つ
い
て
語
る
の
で
︑
⼤
⾂
向
け
と
理
解
し
て
差
し
⽀
え
な
い
︒
最

後
︑
君
⾂
兩
⽅
の
協
⼒
を
說
く
第
三
類
は
無
論
︑
君
主
と
⼤
⾂
兩
⽅
向
け
の
も
の
で
あ
る
︒
か
く
い
う
聞
き
⼿
の
多
樣
性
及
び
語
り
⼿

の
聞
き
⼿
へ
の
意
識
と
使
い
分
け
こ
そ
︑
即
ち
佐
⽵
保
⼦
の
指
摘
し
た
﹁
演
連
珠
﹂
の
内
容
の
﹁
不
均
質
性
﹂
を
形
成
す
る
原
因
で
あ

る
︒﹁
演
連
珠
﹂
五
⼗
⾸
︑
第
⼀
・
⼆
・
三
・
四
類
の
連
珠
は
數
的
に
優
位
を
占
め
て
い
る
︒
第
⼀
類
か
ら
第
三
類
ま
で
︑
聞
き
⼿
を
問

わ
ず
︑
⼈
材
に
關
連
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
︑
第
四
類
は
︑
君
主
の
普
遍
的
な
政
治
教
化
に
關
連
す
る
も
の
で
あ
る
︒
陸
機
が
こ
れ
ら

の
問
題
を
合
わ
せ
て
創
作
す
る
の
は
︑
彼
の
吳
の
⼠
⼈
の
推
薦
に
關
わ
�
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
︑
と
考
え
て
お
き
た
い
︒ 

﹁
演
連
珠
﹂
其
⼆
⼗
は
賢
者
を
推
薦
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
⼀
⽂
で
あ
る
︒ 

 

 
⾂
聞
忠
⾂
率
志
 
 
 
 
  
 
⾂
聞
く
︑
忠
⾂
は
志
に
率し

た
が

ひ
︑ 

不
謀
其
報
 
 
 
 
  

 
其
の
報
を
謀
ら
ず
︒ 

貞
⼠
發
憤
 
 
 
 
  

 
貞
⼠
の
憤い

き
ど
ほ

り
を
發
す
る
や
︑ 

期
在
明
賢
 
 
 
 
  

 
期
す
る
こ
と
は
明
賢
に
在
り
と
︒ 

  

是
以
柳
莊
黜
殯
 
 
 
 
  

 
是
を
以
て
柳
莊
の
殯
を
黜し

り
ぞ

く
る
は
︑ 

⾮
貪
⽠
衍
之
賞
 
 
  

 
⽠
衍
の
賞
を
貪 む

さ
ぼ

ら
ん
と
す
る
に
は
⾮
ず
︒ 

禽
息
碎
⾸
 
 
 
 
 
  

禽
息
の
⾸
を
碎
く
は
︑ 

豈
要
先
茅
之
⽥
 
 
 
  

豈
先
茅
の
⽥
を
要
め
ん
や
︒ 

  
︵
陸
機
﹁
演
連
珠
﹂
其
⼆
⼗
︑﹃
⽂
選
﹄
卷
五
⼗
五
︶ 
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 と
あ
り
︑
注
︵
23
︶
の
表
に
舉
げ
た
よ
う
に
︑﹁
柳
莊
黜
殯
﹂
は
﹃
韓
詩
外
傳
﹄
卷
七
の
衛
⼤
夫
史
⿂
が
臨
終
の
際
に
︑
殯
を
正
堂
に
置

か
な
い
こ
と
に
よ
�
て
︑
衛
の
國
君
に
蘧
伯
⽟
を
推
薦
す
る
願
望
を
諫
め
て
い
る
︒﹁
禽
息
碎
⾸
﹂
は
﹃
論
衡
﹄
儒
增
篇
に
秦
⼈
禽
息
は

⾃
害
す
る
こ
と
で
秦
穆
公
に
百
⾥
奚
を
推
薦
す
る
こ
と
と
い
う
⼆
⼈
の
典
故
を
⽤
い
て
い
る
︒
ど
ち
ら
も
極
端
な
⼿
段
で
君
主
に
⼈
材

を
薦
め
る
も
の
で
あ
る
︒
⽠
衍
の
賞
は
︑
晉
の
景
公
が
狄
⾂
を
薦
め
た
⼠
貞
⼦
に
⽠
衍
の
縣
を
賜
る
こ
と
︑
先
茅
の
⽥
は
︑
晉
の
襄
公

が
郤
缺
を
舉
薦
し
た
胥
⾂
に
先
茅
の
縣
を
賜
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
︒
⼈
才
を
推
薦
す
る
こ
と
こ
そ
︑
忠
⾂
や
貞
⼠
の
職
分
で
あ
る
と

說
い
て
い
る
︒
陸
機
の
⽣
涯
を
檢
討
す
れ
ば
︑
屢
々
舊
孫
吳
の
出
⾝
の
⼠
⼈
を
推
薦
し
て
い
る
︒
特
に
︑
元
康
六
年
か
ら
元
康
⼋
年
ま

で
︵
⼆
九
六
1
⼆
九
⼋
︶
尚
書
郎
に
仕
え
る
際
に
︑
舊
丹
陽
郡
よ
り
舉
げ
ら
れ
た
秀
才
で
あ
る
紀
瞻
に
策
試
を
⾏
�
た
︒
陸
機
の
策
問

と
紀
瞻
の
對
策
は
︑
現
在
﹃
晉
書
﹄
卷
六
⼗
⼋
紀
瞻
傳
と
﹃
册
府
元
⿔
﹄
卷
六
四
⼋
貢
舉
部
に
收
め
ら
れ
て
い
る
︒ 

周
知
の
通
り
︑
⻄
晉
時
代
に
は
︑
勢
族
の
政
治
利
益
を
保
つ
九
品
官
⼈
法
が
す
で
に
⾏
な
わ
れ
て
い
る
︒
⼀
⽅
︑
漢
代
の
察
舉
制
度

も
殘
�
て
お
り
︑
當
時
の
政
治
體
制
の
重
要
な
⼀
環
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
政
治
制
度
の
硏
究
は
す
で
に
多
く
⾏
な
わ
れ
て
い
る
︵
24
︶︒

⻄
晉
時
期
に
お
い
て
︑
察
舉
の
科
⽬
は
賢
良
︑
⽅
正
︑
秀
才
︑
孝
廉
︑
良
將
な
ど
が
あ
る
︒
先
⾏
硏
究
に
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
︑⻄
晉
朝
の
察
舉
と
九
品
官
⼈
法
と
の
⼀
つ
重
要
な
相
違
點
と
し
て
︑察
舉
制
の
⼀
つ
の
要
素
は
地
⽅
か
ら
⼈
材
を
舉
げ
る
際
に
︑

も
う
⼀
度
中
央
で
策
試
を
⾏
う
こ
と
で
あ
る
︒
武
帝
朝
に
つ
い
て
︑﹃
晉
書
﹄
に
は
晉
武
帝
司
⾺
炎
六
回
詔
書
を
下
り
て
⼈
材
を
推
薦
さ

せ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
が
︵
25
︶︑
策
問
を
⾏
う
の
は
泰
始
年
間
と
太
康
年
間
の
⼆
回
の
み
﹃
晉
書
﹄
に
記
載
さ
れ
て
い
る
︒ 

⼀
回
⽬
の
策
問
に
つ
い
て
︑
泰
始
年
間
︑
晉
武
帝
司
⾺
炎
は
全
國
に
賢
良
⽅
正
直
⾔
の
⼠
を
舉
げ
さ
せ
て
︑
そ
し
て
︑
策
問
を
⾏
�

て
い
る
︒﹃
晉
書
﹄
卷
五
⼗
⼀
摯
虞
傳
︑
卷
五
⼗
⼆
郤
詵
傳
・
阮
種
傳
に
晉
武
帝
の
策
問
と
三
⼈
の
對
策
が
記
さ
れ
て
い
る
︵
26
︶︒
晉

武
帝
は
當
時
北
と
⻄
の
少
數
⺠
族
の
侵
⼊
の
問
題
︑
災
害
が
頻
繁
に
發
⽣
す
る
こ
と
︑
邊
境
の
流
⺠
な
ど
現
實
の
問
題
が
あ
る
の
で
︑

こ
の
度
の
策
問
を
⾏
�
て
い
る
︒
當
時
の
策
問
は
儒
家
經
典
に
基
づ
い
て
︑
現
實
の
問
題
を
解
決
す
る
姿
勢
が
⾒
え
る
︒
そ
し
て
︑
當

時
の
策
試
は
⼆
つ
の
段
階
で
⾏
な
わ
れ
て
い
る
︒
第
⼀
段
階
で
は
詔
に
よ
�
て
六
つ
の
策
問
を
出
し
て
い
る
︒
策
問
の
内
容
は
︑
古
の

王
道
の
化
︑
古
の
刑
政
・
禮
樂
制
度
︑
戎
蠻
が
中
華
に
侵
⼊
す
る
問
題
︑
災
異
と
政
治
︑
特
に
⼈
材
の
登
⽤
の
得
失
と
の
關
係
︑
國
を

治
む
る
⽅
針
︑
當
時
の
政
治
に
⽂
と
武
の
兩
⽅
が
い
か
に
展
開
す
べ
き
な
の
か
︑
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
︒
第
⼀
段
階
の
策
問
は
對
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⾯
で
は
な
く
︑
詔
問
の
形
で
⾏
わ
れ
た
︒
第
⼆
段
階
は
晉
武
帝
が
東
會
堂
に
當
⾯
策
問
を
⾏
�
て
お
り
︑
質
問
は
第
⼀
段
階
の
範
圍
か

ら
出
て
い
な
い
︵
27
︶︒ 

太
康
年
間
に
は
︑
吳
を
平
定
し
て
以
後
︑
晉
武
帝
に
よ
�
て
秀
才
の
策
問
が
⾏
な
わ
れ
た
︒﹃
晉
書
﹄
卷
五
⼗
⼆
華
譚
傳
に
廣
陵
の
華

譚
策
問
と
對
策
五
つ
を
記
錄
し
て
い
る
︒ 

そ
の
内
容
は
︑
天
下
統
⼀
し
た
が
︑
少
數
⺠
族
と
邊
境
は
ま
だ
不
安
定
で
あ
る
こ
と
︑
吳
國
の
⺠
が
ま
だ
服
從
し
て
い
な
い
こ
と
︑

匈
奴
に
對
す
る
政
策
や
︑
天
下
統
⼀
後
の
刑
罰
の
變
更
に
つ
い
て
︑
ま
た
︑
地
⽅
に
優
れ
た
⼈
材
を
求
め
る
べ
き
こ
と
︑
な
ど
で
あ
る
︒ 

 
惠
帝
朝
の
策
問
に
つ
い
て
︑﹃
晉
書
﹄に
は
わ
ず
か
に
尚
書
郎
陸
機
が
秀
才
の
紀
瞻
を
策
し
た
こ
と
の
み
を
記
載
し
て
い
る
︒﹃
晉
書
﹄

に
記
載
す
る
秀
才
の
策
問
は
華
譚
︑
紀
瞻
の
⼆
⼈
の
み
で
あ
る
︒
先
⾏
硏
究
で
は
主
に
察
舉
制
そ
の
も
の
に
は
注
⽬
し
て
い
る
が
︑
な

ぜ
陸
機
に
こ
の
た
び
の
策
問
者
を
担
當
さ
せ
る
こ
と
と
な
�
た
の
か
︑
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
解
釋
は
⼗
分
で
は
な
い
︒
通
常
︑
策
問

は
朝
野
の
注
⽬
を
集
め
る
た
め
に
︑
往
々
に
し
て
問
題
が
起
き
る
も
の
だ
︒
例
え
ば
︑
武
帝
朝
泰
始
年
間
の
策
問
に
つ
い
て
︑﹃
晉
書
﹄

に
は
以
下
の
記
載
が
あ
る
︒ 

 

時
種
與
郤
詵
及
東
平
王
康
俱
居
上
第
︑
即
除
尚
書
郎
︒
然
毀
譽
之
徒
︑
或
⾔
對
者
因
緣
假
託
︑
帝
乃
更
延
群
⼠
︑
庭
以
問
之
︒ 

時
に
種
︑
郤
詵
及
び
東
平
の
王
康
と
俱
に
上
第
に
居
り
︑
即
ち
尚
書
郎
に
除
せ
ら
る
︒
然
れ
ど
も
毀
譽
の
徒
︑
或
い
は
對
者
緣

に
因
り
て
假
託
す
る
と
⾔
ふ
︑
帝
乃
ち
更
に
群
⼠
を
延
き
︑
庭
に
て
以
て
之
を
問
ふ
︒ 

(

﹃
晉
書
﹄
卷
五
⼗
⼆
︑
阮
種
傳)  

   

晉
武
帝
本
⼈
が
⾏
�
た
策
問
で
は
こ
の
よ
う
な
問
題
が
起
き
て
い
る
︒
ま
た
︑
太
康
年
間
の
策
問
に
つ
い
て
︑
晉
武
帝
の
策
問
に
優

れ
た
對
策
を
提
出
し
た
華
譚
に
つ
い
て
︑﹁
時
に
九
州
の
秀
孝
の
策
は
譚
に
逮
ぶ
者
無
し
︵
時
九
州
秀
孝
策
無
逮
譚
者
︶﹂
と
評
さ
れ
る

る
が
︑
そ
れ
で
も
北
⽅
の
⼠
⼈
か
ら
⾮
難
を
浴
び
て
い
る
︒
華
譚
傳
に
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
Ñ
ド
を
記
載
し
て
い
る
︒ 

 

博
⼠
王
濟
於
衆
中
嘲
之
⽈
︑﹁
五
府
初
開
︑
群
公
辟
命
︑
採
英
奇
於
仄
陋
︑
拔
賢
俊
於
巖
⽳
︒
君
吳
楚
之
⼈
︑
亡
國
之
餘
︒
有
何
秀



 155 

異
⽽
應
斯
舉
︒
﹂
譚
答
⽈
︑﹁
秀
異
固
產
於
⽅
外
︑
不
出
於
中
域
也
︒
是
以
明
珠
⽂
⾙
⽣
於
江
・
鬱
之
濱
︑
夜
光
之
璞
出
乎
荊
・
藍

之
下
︒
故
以
⼈
求
之
︒
⽂
王
⽣
於
東
夷
︑
⼤
禹
⽣
於
⻄
羌
︒
⼦
弗
聞
乎
？
昔
武
王
剋
商
︑
遷
殷
頑
⺠
于
洛
⾢
︑
諸
君
得
⾮
其
苗
裔

乎
？
﹂
濟
⼜
⽈
︑﹁
夫
危
⽽
不
持
︑
顛
⽽
不
扶
︑
⾄
於
君
⾂
失
位
︑
國
亡
無
主
︑
凡
在
冠
帶
︑
將
何
所
取
哉
！
﹂
答
⽈
︑﹁
吁
！
存

亡
有
運
︑
興
衰
有
期
︑
天
之
所
廢
︑
⼈
不
能
⽀
︒
徐
偃
修
仁
義
⽽
失
國
︑
仲
尼
逐
魯
⽽
逼
⿑
︑
段
幹
偃
息
⽽
成
名
︑
諒
否
泰
有
時
︑

曷
⼈
⼒
之
所
能
哉
！
﹂
濟
甚
禮
之
︒ 

博
⼠
王
濟
衆
中
に
お
い
て
之
を
嘲
り
て
⽈
く
︑﹁
五
府
初
め
て
開
か
れ
︑
群
公 

辟
命
し
て
︑
英
奇
を
仄
陋
に
採
り
︑
賢
俊
を
巖

⽳
に
拔
く
︒
君
は
吳
楚
の
⼈
︑
亡
國
の
餘
な
り
︒
何
の
秀
異
有
り
て
斯
の
舉
に
應
ず
る
や
︑﹂
と
︒
譚
答
へ
て
⽈
く
︑﹁
秀
異
は

固
よ
り
⽅
外
に
產
し
︑
中
域
よ
り
出
で
ざ
る
な
り
︒
是
れ
を
以
て
明
珠
・
⽂
⾙
は
江
鬱
の
濱
に
⽣
じ
︑
夜
光
の
璞
は
荊
藍
の
下

に
出
ず
︒
故
に
⼈
を
以
て
之
を
求
む
︒
⽂
王
は
東
夷
に
⽣
ま
れ
︑
⼤
禹
は
⻄
羌
に
⽣
ま
る
︒
⼦
聞
か
ざ
ら
ん
や
︒
昔
武
王
は
商

を
剋
し
︑
殷
の
頑
⺠
を
洛
⾢
に
遷
し
︑
諸
君 

其
の
苗
裔
に
⾮
ざ
る
を
得
ん
や
︑﹂
と
︒
濟
⼜
た
⽈
く
︑﹁
夫
れ
危
ぶ
む
も
持
た
ず
︑

顛
る
も
扶
へ
ず
︑
君
⾂
位
を
失
ひ
︑
國
亡
び
て
主
無
き
に
⾄
る
︑
凡
て
冠
帶
に
在
る
も
の
︑
將
に
何
の
所
を
取
ら
ん
や
︑﹂
と
︒

答
へ
て
⽈
く
︑﹁
あ
あ
︑
存
亡
は
運
有
り
︑
興
衰
は
期
有
り
︑
天
の
廢
す
る
所
︑
⼈
⽀
う
る
能
は
ず
︒
徐
の
偃 

仁
義
を
修
め
て

國
を
失
ひ
︑
仲
尼 

魯
を
逐
わ
れ
て
⿑
に
逼
ら
れ
︑
段
幹 

偃
息
し
て
名
を
成
し
︑
諒
に
否
泰
時
有
り
︑
曷
ぞ
⼈
⼒
の
能
ふ
る
所

な
ら
ん
や
︑﹂
と
︒
濟
甚
だ
之
に
禮
す
︒ 

︵﹃
晉
書
﹄
卷
五
⼗
⼆
︑
華
譚
傳
︶ 

 

 
王
濟
は
秀
才
の
策
問
に
參
加
し
て
來
た
華
譚
に
︑
あ
な
た
は
吳
⼈
な
の
で
︑
ど
う
し
て
秀
才
で
あ
ろ
う
か
︑
と
侮
辱
し
て
い
る
︒
華

譚
は
初
め
に
吳
國
よ
り
産
出
さ
れ
た
寶
⽟
を
あ
げ
︑
楚
⼈
の
陸
賈
﹃
新
語
﹄
に
の
み
載
る
︑
⽂
王
が
東
夷
に
⽣
ま
れ
︑
⼤
禹
が
⻄
羌
に

⽣
ま
れ
た
說
を
引
⽤
し
て
反
論
し
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
僻
說
を
王
濟
は
認
め
ず
︑
そ
れ
で
は
な
ぜ
吳
國
を
救
え
な
か
�
た
の
か
︑
と
さ

ら
に
詰
問
し
た
︒
す
る
と
華
譚
は
徐
の
偃
王
が
仁
義
を
⾏
�
た
が
最
後
に
は
楚
に
滅
ぼ
さ
れ
︑
孔
⼦
は
魯
を
逐
わ
れ
︑
⿑
に
向
か
�
た

が
離
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
�
た
こ
と
︑
段
幹
⽊
が
出
仕
し
な
い
に
も
關
わ
ら
ず
︑
魏
の
⽂
侯
に
禮
遇
さ
れ
た
こ
と
を
舉
げ
た
︒
い
ず
れ

も
︑
先
秦
及
び
漢
代
の
典
籍
に
よ
く
記
錄
さ
れ
る
⼀
般
的
な
知
識
と
⾔
え
る
︵
28
︶︒
こ
の
答
え
は
王
濟
を
納
得
さ
せ
た
︒
要
す
る
に
︑
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吳
⼈
は
⾃
國
を
⾃
畫
⾃
贊
す
る
の
で
は
な
く
︑
中
原
の
⼠
⼈
の
理
解
を
得
る
こ
と
を
重
要
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
エ
ピ

ソ
Ñ
ド
の
前
半
は
﹃
世
說
新
語
﹄
⾔
語
篇
に
華
譚
で
は
な
く
︑
蔡
洪
と
い
う
⼈
に
も
當
た
�
て
お
り
︑
晉
宋
の
中
原
⼠
⼈
の
︑
吳
⼈
に

對
す
る
共
通
認
識
と
考
え
て
も
い
い
︵
29
︶︒ 

か
か
る
背
景
の
下
に
︑
吳
⼈
の
陸
機
が
同
じ
吳
⼈
で
あ
る
紀
瞻
を
策
試
す
る
の
は
︑
陸
機
が
い
か
に
當
時
⻄
晉
の
⼠
⼈
た
ち
に
注
⽬

さ
れ
て
い
た
の
か
が
想
像
で
き
る
が
︑陸
機
が
策
問
の
試
驗
官
に
任
命
さ
れ
た
の
は
︑い
さ
さ
か
異
常
で
あ
る
︒史
料
の
缺
如
の
た
め
︑

そ
の
理
由
は
す
で
に
不
明
で
あ
る
が
︑
陸
機
が
策
問
を
作
る
資
格
を
得
た
背
景
に
は
︑
必
ず
理
由
が
あ
る
は
ず
だ
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
︑
吳
承
學
は
策
問
⽂
は
策
問
の
作
者
︑
つ
ま
り
試
驗
官
の
知
識
能
⼒
︑
⾔
語
⽂
字
の
能
⼒
︑
⽂
學
の
才
能
を
反
映
し
て
い
る
と
指
摘

し
て
い
る
︵
30
︶︒
無
論
︑
陸
機
は
⽂
才
が
優
れ
る
の
で
︑
そ
の
資
格
を
得
た
と
簡
單
に
答
え
る
の
も
︑
⼀
つ
の
可
能
的
な
解
釋
で
あ

る
︒
し
か
し
︑
現
存
す
る
陸
機
の
作
品
の
中
に
︑
そ
の
才
能
を
窺
え
る
作
品
が
あ
る
か
ど
う
か
︒
陸
機
の
策
問
の
才
能
を
最
も
表
し
た

作
品
が
﹁
演
連
珠
﹂
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
無
論
︑
陸
機
﹁
演
連
珠
﹂
の
内
容
は
⼈
材
の
拔
擢
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
︒
陸
機
の
﹁
演

連
珠
﹂
の
執
筆
は
必
ず
し
も
策
問
の
試
驗
官
に
な
る
た
め
だ
�
た
と
は
⾔
え
な
い
︒
し
か
し
︑﹁
演
連
珠
﹂
と
い
う
作
品
が
存
在
す
る
こ

と
に
よ
�
て
︑
陸
機
が
策
問
の
試
驗
官
の
資
格
を
有
す
る
こ
と
は
最
も
明
確
に
證
明
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒ 

連
珠
は
そ
も
そ
も
皇
帝
に
差
し
上
げ
る
宮
廷
⽂
學
で
あ
り
︑
策
⽂
は
朝
廷
が
⼈
材
を
採
⽤
す
る
際
の
試
驗
に
使
う
公
⽂
で
あ
る
︒
兩

者
の
効
⽤
や
讀
者
は
異
な
�
て
お
り
︑
⼀
⾒
す
れ
ば
︑
兩
者
の
間
に
關
連
性
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
兩
者
は
ど
ち
ら
で
も
皇

帝
の
⼈
材
登
⽤
に
關
わ
る
の
も
の
と
し
て
共
通
す
る
︒﹁
演
連
珠
﹂
と
﹁
策
秀
才
紀
瞻
⽂
﹂
を
⽐
較
す
れ
ば
︑
兩
者
は
主
題
及
び
典
故
の

取
材
に
お
い
て
部
分
的
に
⼀
致
す
る
︒
か
か
る
⼀
致
は
陸
機
の
⽂
才
だ
け
で
は
な
く
︑
彼
の
⻄
晉
王
朝
の
⽴
場
に
お
い
て
︑
吳
⼈
を
推

薦
す
る
態
度
を
⽰
し
て
い
る
︒
ま
ず
︑
⼈
材
登
⽤
に
つ
い
て
の
視
點
及
び
出
典
選
考
の
⼀
致
に
つ
い
て
紹
介
し
よ
う
と
思
う
︒ 

 
前
節
に
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
陸
機
の
﹁
演
連
珠
﹂
は
皇
帝
と
⾂
下
兩
⽅
の
視
點
か
ら
︑
⼈
材
登
⽤
に
つ
い
て
語
�
て
い
る
︒
こ

の
視
點
の
多
樣
性
は
﹁
策
秀
才
紀
瞻
⽂
﹂
の
第
三
策
に
も
⾒
え
る
︒
策
⽂
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒ 

 

庶
明
亮
采
︑
故
時
雍
穆
唐
︒
有
命
既
集
︑
⽽
多
⼠
隆
周
︒
故
﹃
書
﹄
稱
明
良
之
歌
︑﹃
易
﹄
貴
⾦
蘭
之
美
︒
此
⻑
世
所
以
廢
興
︑
有

邦
所
以
崇
替
︒
夫
成
功
之
君
勤
於
求
才
︑
⽴
名
之
⼠
急
於
招
世
︒
理
無
世
不
對
︑
⽽
事
千
載
恆
背
︒
古
之
興
王
何
道
⽽
如
彼
︑
後
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之
衰
世
何
闕
⽽
如
此
︒ 

庶
明
采 こ

と

を
亮 た

す

く
︑
故
に
時 こ

れ
雍 や

わ
ら

ぐ
唐
を
穆
す
︒
命 

既
に
集
く
有
り
て
︑
多
⼠ 

周
を
隆
す
︒
故
に
﹃
書
﹄
に
明
良
の
歌
を
稱
し
︑

﹃
易
﹄
に
⾦
蘭
の
美
を
貴
ぶ
︒
此
れ
⻑
世
の
廢
興
す
る
所
以
︑
有
邦
の
崇
替
す
る
所
以
な
り
︒
夫
れ
功
を
成
す
君
は
才
を
求
む

る
に
勤
み
︑
名
を
⽴
つ
る
⼠
は
世
に
招
か
る
る
を
急
ぐ
︒
理
は
世
と
し
て
對
ら
ざ
る
こ
と
無
く
︑
⽽
し
て
事
は
千
載
に
恆
に
背

く
︒
古
の
興
王
は
何
の
道
を
か
も
つ
て
彼
の
如
く
︑
後
の
衰
世
は
何
の
闕
を
も
つ
て
此
く
の
如
か
ら
ん
や
︒ 

︵
陸
機
﹁
策
秀
才
紀
瞻
⽂
﹂
第
三
策
︑﹃
晉
書
﹄
卷
六
⼗
⼋
紀
瞻
傳
所
引
︶  

 
⼈
材
登
⽤
の
問
題
は
漢
代
の
策
問
以
來
︑
策
問
に
必
ず
提
起
さ
れ
る
⼀
つ
の
重
要
な
課
題
で
あ
り
︑
晉
武
帝
の
泰
始
年
間
と
太
康
年

間
の
策
問
に
も
出
題
さ
れ
て
い
る
︒
陸
機
の
こ
の
策
問
は
︑
や
は
り
︑
晉
武
帝
の
策
を
踏
襲
し
て
作
�
た
と
⾔
え
る
︒
晉
武
帝
は
華
譚

を
策
問
す
る
際
に
︑
類
似
す
る
表
現
を
使
�
て
い
る
︒ 

 

昔
帝
舜
以
⼆
⼋
成
功
︑
⽂
王
以
多
⼠
興
周
︒
夫
制
化
在
於
得
⼈
︑
⽽
賢
才
難
得
︒
今
⼤
統
始
同
︑
宜
搜
才
實
︒
州
郡
有
貢
薦
之
舉
︑

猶
未
獲
出
群
卓
越
之
倫
︒
將
時
無
其
⼈
︒
有
⽽
致
之
未
得
其
理
也
︒ 

昔
帝
舜
は
⼆
⼋
を
以
て
功
を
成
し
︑
⽂
王
は
多
⼠
を
以
て
周
を
興
す
︒
夫
れ
制
化
は
⼈
を
得
る
に
在
る
も
︑
賢
才
は
得
難
し
︒

今
⼤
統
始
め
て
同
し
︑
宜
し
く
才
實
を
搜
す
べ
し
︒
州
郡
貢
薦
の
舉
有
る
も
︑
猶
ほ
未
だ
出
群
卓
越
の
倫
を
獲
ず
︒
將
に
時
に

其
の
⼈
無
か
ら
ん
や
︒
有
れ
ば
之
を
致
す
も
︑
未
だ
其
の
理
を
得
ざ
ら
ん
や
︒ 

︵﹃
晉
書
﹄
卷
五
⼗
⼆
︑
華
譚
傳
︶  

晉
武
帝
の
詔
書
の
冒
頭
に
舜
帝
の
⼋
元
・
⼋
愷
の
⼗
六
⼈
の
相
と
﹃
詩
經
﹄
⼤
雅
⽂
王
の
﹁
多
⼠
﹂
の
典
故
を
⽤
い
て
い
る
︒
陸
機

の
策
問
に
も
﹁
⼤
雅
﹂
⽂
王
の
典
故
を
⽤
い
る
︒
ま
た
︑
紀
瞻
の
對
策
に
も
舜
帝
の
﹁
⼆
⼋
の
⼠
﹂
の
典
故
を
使
�
た
︵
31
︶︒
晉
武
帝

司
⾺
炎
は
次
に
天
下
を
統
⼀
し
た
ば
か
り
で
︑
賢
才
を
得
た
い
も
の
だ
と
感
嘆
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
陸
機
の
場
合
︑
こ
の
現
實
性
を
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あ
え
て
迴
避
し
て
お
り
︑
⼈
材
を
得
難
い
の
は
い
つ
の
時
代
で
も
普
遍
的
な
問
題
で
あ
る
と
考
え
︑
さ
ら
に
︑
單
に
君
主
は
⼈
材
を
求

め
る
だ
け
で
は
な
く
︑
⼈
材
の
側
も
出
世
に
急
い
て
い
る
と
說
い
て
い
る
︒
こ
の
視
點
は
﹁
演
連
珠
﹂
の
中
に
も
少
な
く
な
い
︒
例
え

ば
︑
其
三
を
例
と
し
て
舉
げ
る
︒ 

 

⾂
聞
髦
俊
之
才+ 
 
 
 
 
 
⾂
聞
く
︑
髦
俊
の
才+は
︑ 

世
所
希
乏
 
 
 
 
 
 
世
に
希
乏
な
る
所
に
し
て
︑ 

丘
園
之
秀+ 
 
 
 
 
 

丘
園
の
秀+は
︑ 

因
時
則
揚
 
 
 
 
 
 

時
に
因
り
て
則
ち
揚
が
る
と
︒ 

是
以
⼤
⼈
基
命
 
 
 
 
 
 
是
を
以
て
⼤
⼈ 

命
を
基
む
る
に
︑ 

不
擢
才
於
后
⼟
 
 
 
才
を
后
⼟
よ
り
擢
か
ず
︑ 

明
主
⾀
興
 
 
 
 
 
 

明
主 
⾀
に
興
る
に
︑ 

不
降
佐
於
昊
蒼
 
 
 
佐
を
昊
蒼
よ
り
降
さ
ず
︒ 

  

  

︵
陸
機
﹁
演
連
珠
﹂
其
三
︑﹃
⽂
選
﹄
卷
五
⼗
五
︶ 

 

優
れ
た
⼈
材
は
い
つ
の
世
に
も
ま
れ
な
存
在
で
あ
り
︑
賢
明
な
隠
者
は
時
機
を
⾒
計
ら
�
て
世
に
出
て
仕
官
す
る
︒
故
に
天
⼦
は
天

命
を
受
け
て
王
朝
を
作
り
⽴
て
る
際
に
︑
天
地
か
ら
⼈
材
を
拔
擢
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
世
の
中
か
ら
確
實
な
⼈
材
を

拔
擢
す
る
の
で
あ
る
︒﹁
髦
俊
の
才
﹂︑﹁
丘
園
の
秀
﹂
は
賢
才
を
指
す
︒
⻄
晉
ま
で
の
⽂
獻
を
調
べ
れ
ば
︑﹁
秀
﹂
と
﹁
才
﹂
を
使
�
て

⼈
を
指
す
場
合
︑
ほ
と
ん
ど
察
舉
の
制
度
と
關
わ
�
て
お
り
︑
こ
こ
で
の
﹁
髦
俊
の
才
﹂︑﹁
丘
園
の
秀
﹂
は
む
し
ろ
秀
才
に
舉
げ
ら
れ

る
も
の
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
天
に
よ
ら
ず
︑
地
に
よ
ら
ず
︑
⼈
材
を
拔
擢
す
る
の
は
︑
こ
の
秀
才
を
薦
舉
す
る
制
度
で
あ

る
︵
32
︶︒
陸
機
策
⽂
の
中
に
︑﹁
功
を
成
す
君
は
才
を
求
む
る
に
勤
み
︑
名
を
⽴
つ
る
⼠
は
世
に
招
る
に
急
ぐ
﹂
と
說
い
て
お
り
︑
世

の
賢
才
は
君
主
の
招
き
を
希
ん
で
い
る
と
す
る
︒﹁
演
連
珠
﹂
其
四
も
こ
の
意
を
表
し
て
い
る
︒ 
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⾂
聞
世
之
所
遺
 
 
 
 
 
 
⾂
聞
く
︑
世
の
遺
つ
る
所
︑ 

未
爲
⾮
賢
 
 
 
 
 
 

未
だ
賢
に
⾮
ず
と
爲
さ
ず
︒ 

主
之
所
珍
 
 
 
 
 
 
主
の
珍
と
す
る
所
︑ 

不
必
適
治
 
 
 
 
 
 
必
ず
し
も
治
に
適
せ
ず
と
︒ 

是
以
俊
乂
之
藪
 
 
 
 
 
 
是
を
以
て
俊
乂
の
藪
は
︑ 

希
蒙
翹
⾞
之
招
 
 
 
 
翹
⾞
の
招
き
を
蒙
る
こ
と
を
希
ひ
︑ 

⾦
碧
之
岩
 
 
 
 
 
 
⾦
碧
の
岩
は
︑ 

必
辱
鳳
舉
之
使
 
 
 
 
必
ず
鳳
舉
の
使
を
辱

か
た
じ
け
な

う
す
︒ 

  

  

︵
陸
機
﹁
演
連
珠
﹂
其
四
︑﹃
⽂
選
﹄
卷
五
⼗
五
︶ 

  
世
に
忘
れ
ら
れ
た
⼈
は
必
ず
し
も
才
能
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
︑
君
主
の
愛
す
る
⼈
の
み
が
︑
政
治
に
適
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒
故

に
︑
優
れ
た
⼈
材
が
集
ま
る
荒
野
で
は
︑
君
主
の
賢
者
を
招
く
⾞
が
來
る
の
を
待
�
て
お
り
︑
し
か
し
︑
君
主
の
使
者
は
賢
者
で
は
な

く
︑
⾦
⾺
・
碧
雞
な
ど
神
の
住
む
と
こ
ろ
に
も
送
ら
れ
る
︒
下
の
⾦
⾺
︑
碧
雞
は
﹃
漢
書
﹄
卷
六
⼗
四
王
褒
傳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
四

川
地
⽅
の
神
で
あ
り
︑
上
の
俊
乂
の
﹁
藪
﹂
は
︑
⽔
が
豊
富
な
藪
澤
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
南
⽅
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒
陸
機

の
﹁
演
連
珠
﹂
に
お
い
て
吳
楚
の
典
故
は
あ
ま
り
多
く
な
い
が
︑
ひ
そ
か
に
吳
の
影
が
窺
え
る
と
こ
ろ
は
少
な
く
な
い
︒
遺
⺠
の
形
象

は
そ
の
⼀
類
で
あ
る
︒
前
掲
其
四
⼗
⼆
の
最
後
に
︑
殷
墟
︑
周
京
な
ど
亡
國
者
の
話
を
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
其
四
⼗
⼋
も
こ
の
類
に
屬

す
る
︒ 

 

⾂
聞
虐
暑
熏
天
 
 
 
 
 
 
⾂
聞
く
︑
虐
暑 

天
を
熏
く
も
︑ 

不
減
堅
冰
之
寒
 
 
   

堅
冰
の
寒
を
減
ぜ
ず
︒ 
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涸
陰
凝
地
 
 
 
 
 
 
涸
陰 

地
に
凝
る
も
︑ 

        

無
累
陵
⽕
之
熱
 
 
 
 
陵
⽕
の
熱
を
累
す
無
し
と
︒ 

是
以
吞
縱
之
強            

是
を
以
て
吞
縱
の
強
も
︑ 

不
能
反
蹈
海
之
志    

 
蹈
海
の
志
を
反
す
能
は
ず
︑ 

漂
⿄
之
威            

漂
⿄
の
威
も
︑ 

不
能
降
⻄
⼭
之
節
 
   

⻄
⼭
の
節
を
降
す
能
は
ず
︒ 

  

︵
陸
機
﹁
演
連
珠
﹂
其
四
⼗
⼋
︑﹃
⽂
選
﹄
卷
五
⼗
五
︶ 

 

⼆
箇
⽬
の
命
題
に
︑
戰
國
の
秦
や
周
の
武
王
の
よ
う
な
⾮
常
に
強
い
軍
勢
で
さ
え
で
も
︑
魯
仲
連
︑
伯
夷
・
叔
⿑
の
よ
う
な
節
義
の

⼠
を
脅
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
說
い
て
い
る
︒
こ
の
⼆
例
に
は
︑
吳
の
話
は
出
て
い
な
い
が
︑
吳
の
こ
と
を
連
想
す
る
に
は
⼗
分
で
あ

る
︒
特
に
︑
晉
武
帝
が
華
譚
を
策
問
す
る
際
に
說
い
た
の
は
︑
吳
⼈
の
從
い
難
い
こ
と
で
あ
る
︒ 

 

⼜
策
⽈
︑
吳
︑
蜀
恃
險
︑
今
既
蕩
平
︒
蜀
⼈
服
化
︑
無
攜
貳
之
⼼
︒
⽽
吳
⼈
趑
雎
︑
屢
作
妖
寇
︒
豈
蜀
⼈
敦
樸
︑
易
可
化
誘
︒
吳

⼈
輕
銳
︑
難
安
易
動
乎
︒ 

⼜
策
し
て
⽈
く
︑
吳
︑
蜀
險
を
恃 た

の

む
も
︑
今
既
に
蕩
平
せ
ら
る
る
︒
蜀
⼈
服
化
し
て
︑
攜
貳
の
⼼
無
し
︒
⽽
れ
ど
も
吳
⼈
趑
雎

し
︑
屢
々
妖
寇
を
作
る
︒
豈
に
蜀
⼈
敦
樸
に
し
て
︑
易
く
化
誘
す
可
く
︑
吳
⼈
輕
銳
に
し
て
︑
安
ん
じ
難
く
動
か
し
易
し
か
︒ 

︵﹃
晉
書
﹄
卷
五
⼗
⼆
︑
華
譚
傳
︶  

  

陸
機
が
策
問
の
中
で
吳
の
話
題
を
迴
避
す
る
の
は
︑
吳
の
秀
才
を
策
問
す
る
た
め
で
あ
る
︒
當
前
で
は
あ
る
が
︑
そ
し
て
︑
彼
は
﹁
演

連
珠
﹂
の
中
に
⻄
晉
朝
廷
及
び
吳
⼈
兩
⽅
の
⽴
場
か
ら
各
々
の
す
べ
き
こ
と
を
說
い
て
い
る
︒
朝
廷
に
つ
い
て
︑
か
か
る
亡
國
遺
⺠
に

對
し
て
︑
強
⼒
な
威
勢
は
役
に
⽴
た
な
い
が
︑
淳
德
に
よ
�
て
教
化
す
れ
ば
︑
そ
れ
ら
の
⼠
⼈
を
招
く
こ
と
が
で
き
る
︒
前
節
に
あ
げ
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た
︑
天
⼦
の
威
德
は
全
て
の
も
の
に
配
布
す
べ
き
で
あ
る
と
說
く
其
⼆
⼗
は
そ
の
⼀
例
で
あ
り
︑
ま
た
︑
其
⼋
も
⼀
例
と
し
て
舉
げ
ら

れ
る
︒ 

 
⾂
聞
鑒
之
積
也
無
厚
 
 
 
  

⾂
聞
く
︑
鑒
の
積
る
や
厚
き
こ
と
無
く
し
て
︑ 

⽽
照
有
重
淵
之
深
 
  

 
⽽
も
照
ら
す
こ
と
重
淵
の
深
き
有
り
︒ 

⽬
之
察
也
有
畔
 
 
 
  

⽬
の
察
る
や
畔
有
り
︑ 

⽽
眡
周
天
壤
之
際
 
  

 
⽽
も
眡
る
こ
と
天
壤
の
際
に
周
し
︒ 

何
則
應
事
以
精
不
以
形
 
 
  

何
と
な
れ
ば
則
ち
事
に
應
ず
る
に
精
を
以
て
し
て
形
を
以
て
せ
ず
︑ 

造
物
以
神
不
以
器
 
 
  

物
を
造
る
に
神
を
以
て
し
て
器
を
以
て
せ
ざ
れ
ば
な
り
と
︒ 

是
以
萬
邦
凱
樂
 
 
 
 
 
  
是
を
以
て
萬
邦
の
凱
樂
は
︑ 

⾮
悅
鐘
⿎
之
娛
 
 
 
  
鐘
⿎
の
娛
を
悅
ぶ
に
⾮
ず
︑ 

天
下
歸
仁
 
 
 
 
 
  

天
下 
仁
に
歸
す
る
は
︑ 

⾮
感
⽟
帛
之
惠
 
 
 
  

⽟
帛
の
惠
を
感
ず
る
に
⾮
ず
︒ 

  

︵
陸
機
﹁
演
連
珠
﹂
其
⼋
︑﹃
⽂
選
﹄
卷
五
⼗
五
︶ 

 

要
す
る
に
︑
萬
國
の
⼈
た
ち
が
樂
し
む
の
は
鐘
⿎
の
娯
樂
だ
け
で
は
な
く
︑
天
下
の
⼠
が
服
從
し
て
く
る
の
は
財
帛
の
た
め
で
は
な

く
︑
君
主
の
仁
德
の
故
で
あ
る
︒
ま
た
︑
吳
に
お
い
て
︑
ま
た
晉
王
朝
に
仕
え
る
こ
と
を
躊
躇
す
る
⼠
⼈
た
ち
に
對
し
て
も
︑
そ
の
出

世
を
勸
め
て
い
る
︒
其
三
⼗
⼆
は
そ
の
考
え
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
︒ 

 

⾂
聞
聽
極
於
⾳             

⾂
聞
く
︑
聽 

⾳
に
極
む
れ
ば
︑ 

不
慕
鈞
天
之
樂      

  

鈞
天
の
樂
を
慕
は
ず
︒ 

⾝
⾜
於
蔭             

⾝
蔭
に
⾜
れ
ば
︑ 
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無
假
垂
天
之
雲      

  

垂
天
の
雲
を
假
る
無
し
と
︒ 

是
以
蒲
密
之
黎             

是
を
以
て
蒲
密
の
黎
は
︑ 

遺
時
雍
之
世         

 
時
雍
の
世
を
遺
れ
︑        

豐
沛
之
⼠             

豐
沛
の
⼠
は
︑ 

忘
桓
撥
之
君
          

桓
撥
の
君
を
忘
る
︒ 

  

︵
陸
機
﹁
演
連
珠
﹂
其
三
⼗
⼆
︑﹃
⽂
選
﹄
卷
五
⼗
五
︶   

李
善
注
に
よ
れ
ば
︑﹁
蒲
密
の
黎
﹂
と
は
孔
⼦
の
弟
⼦
で
あ
る
⼦
路
が
衛
國
の
蒲
の
宰
と
し
て
︑
現
地
を
治
め
て
孔
⼦
の
稱
贊
を
得
た

こ
と
︑
及
び
前
漢
の
卓
茂
が
密
の
令
と
し
て
當
地
を
治
め
て
い
る
こ
と
で
あ
り
︑﹁
豐
沛
の
⼠
﹂
と
は
漢
の
⾼
祖
の
故
郷
の
⺠
で
あ
る
︒

﹁
時
雍
の
世
﹂
及
び
﹁
桓
撥
の
君
﹂
と
は
︑
各
々
堯
の
治
世
及
び
湯
の
治
世
を
指
す
︒
陸
機
は
こ
こ
で
は
⼠
⼈
は
必
ず
傳
說
の
中
の
君

主
を
待
つ
必
要
は
な
く
︑
時
機
に
よ
り
て
出
世
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
︒
以
上
の
例
は
と
も
に
吳
の
典
故
を
使
�
て
い
な
い
︒

代
わ
り
に
︑
樣
々
な
儒
家
に
關
わ
る
經
典
や
史
書
な
ど
の
出
典
を
踏
ま
え
て
い
る
︒ 

上
⽂
に
引
⽤
し
た
﹁
策
秀
才
紀
瞻
⽂
﹂
の
第
三
策
も
晉
武
帝
の
策
の
な
か
で
吳
の
⼈
材
を
選
抜
す
る
問
題
を
⼀
種
普
遍
的
な
問
題
に

變
え
て
お
り
︑
同
じ
姿
勢
を
⽰
し
て
い
る
︒
周
知
の
と
お
り
︑
⻄
晉
王
朝
は
多
く
の
先
⾏
硏
究
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
儒
教
國
家
を
建

て
よ
う
と
し
て
い
る
︒﹁
策
秀
才
紀
瞻
⽂
﹂
は
第
三
策
だ
け
で
は
な
く
︑
六
つ
の
策
は
全
て
現
實
の
問
題
を
避
け
て
︑
漢
代
以
來
︑
儒
家

經
書
や
史
書
な
ど
で
よ
く
議
論
さ
れ
て
い
る
問
題
を
抽
出
し
て
お
り
︑
吳
⼈
の
⾝
分
を
意
識
的
に
避
け
て
︑
あ
え
て
吳
⼈
と
中
原
⼠
⼈

の
知
識
の
普
遍
性
と
共
通
性
を
求
め
て
い
る
︒
⼤
き
く
⾒
れ
ば
︑
六
つ
の
策
の
中
に
︑
第
⼀
策
と
第
⼆
策
は
﹃
禮
記
﹄
に
關
わ
り
︑
第

三
策
と
第
四
策
は
﹃
尚
書
﹄︑﹃
左
傳
﹄
と
關
わ
り
︑
第
五
策
と
第
六
策
は
﹃
易
經
﹄
と
關
わ
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
第
⼀
策
及
び
第

⼆
策
を
例
と
し
て
舉
げ
る
︒
ま
ず
︑
第
⼀
策
は 

 

昔
三
代
明
王
︑ 

啓
建
洪
業
︑
⽂
質
殊
體
︑
⽽
令
名
⼀
致
︒
然
夏
⼈
尚
忠
︑
忠
之
弊
也
樸
︑
救
樸
莫
若
敬
︑
殷
⼈
⾰
⽽
修
焉
︒
敬
之

弊
也
⻤
︑
救
⻤
莫
若
⽂
︒
周
⼈
矯
⽽
變
焉
︑
⽂
之
弊
也
薄
︑
救
薄
則
⼜
反
之
於
忠
︒
然
則
王
道
之
反
覆
其
無
⼀
定
邪
︒
亦
所
祖
之
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不
同
⽽
功
業
各
異
也
︒
⾃
無
聖
王
︑
⼈
散
久
矣
︑
三
代
之
損
益
︑
百
姓
之
變
遷
︑
其
故
可
得
⽽
聞
邪
︒
今
將
反
古
以
救
其
弊
︑
明

⾵
以
蕩
其
穢
︑
三
代
之
制
將
何
所
從
︒
太
古
之
化
有
何
異
道
︒ 

昔
三
代
の
明
王
︑ 

啓
じ
め
て
洪
業
を
建
て
︑
⽂
質 

體
殊
な
り
︑
令
名 

⼀
致
す
︒
然
れ
ど
も
夏
⼈ 

忠
を
尚
ひ
︑
忠
の
弊
は
樸
︑

樸
を
救
ふ
に
敬
の
若
き
も
の
莫
く
︑
殷
⼈
⾰
り
て
焉
れ
を
修
む
︒
敬
の
弊
は
⻤
︑
⻤
を
救
ふ
に
⽂
の
若
き
も
の
莫
く
︑
周
⼈
矯

り
て
焉
れ
を
變
ふ
︒
⽂
の
弊
は
薄
︑
薄
を
救
ふ
に
則
ち
⼜
た
之
れ
を
忠
に
反
す
︒
然
れ
ど
も
則
ち
王
道
の
反
覆
す
る
は
其
れ
⼀

つ
の
定
め
無
か
ら
ん
や
︒
亦
た
祖
す
る
所
の
同
じ
か
ら
ざ
れ
ど
も
功
業
各
々
異
な
る
な
り
︒
聖
王 

無
き
よ
り
︑
⼈
の
散
す
る
こ

と
久
し
︑
三
代
の
損
益
︑
百
姓
の
變
遷
︑
其
の
故
を
得
て
聞
ゆ
る
べ
け
ん
や
︒
今
將
に
古
に
反
し
て
以
て
其
の
弊
を
救
ひ
︑
⾵

を
明
ら
か
に
し
て
以
て
其
の
穢
を
蕩
け
ん
と
す
れ
ば
︑
三
代
の
制
將
に
何
の
所
に
從
わ
ん
と
せ
ん
や
︒
太
古
の
化
何
の
異
道
有

ら
ん
や
︒ 

︵
陸
機
﹁
策
秀
才
紀
瞻
⽂
﹂
第
⼀
策
︑﹃
晉
書
﹄
卷
六
⼗
⼋
︑
紀
瞻
傳
所
引
︶ 

 

陸
機
の
こ
の
策
問
は
﹃
禮
記
﹄
表
記
篇
に
孔
⼦
が
上
古
の
三
代
の
政
體
の
變
遷
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
部
分
に
基
づ
い
て
發
し
た
も

の
で
あ
る
︒
楊
明
が
注
釋
に
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
三
代
の
體
制
の
變
遷
に
⾔
及
す
る
書
物
は
︑
司
⾺
遷
﹃
史
記
﹄︑
劉
向
﹃
說
苑
﹄︑﹃
⽩

⻁
通
﹄
な
ど
漢
代
の
儒
者
に
よ
�
て
多
く
議
論
さ
れ
て
い
る
問
題
で
あ
る
︒
こ
の
三
代
の
王
道
の
異
同
に
つ
い
て
の
策
問
は
︑
實
際
︑

晉
武
帝
が
郤
詵
に
策
問
す
る
際
の
⼀
つ
の
問
題
で
あ
る
︒
晉
武
帝
の
策
問
は
次
の
よ
う
で
あ
る
︒ 

 

蓋
太
上
以
德
撫
時
︑
易
簡
無
⽂
︒
⾄
于
三
代
︑
禮
樂
⼤
備
︑
制
度
彌
繁
︒
⽂
質
之
變
︑
其
理
何
由
︒
虞
︑
夏
之
 
際
︑
聖
明
係
踵
︑

⽽
損
益
不
同
︒
周
道
既
衰
︑
仲
尼
猶
⽈
從
周
︒
因
⾰
之
宜
︑
⼜
何
殊
也
︒ 

  

蓋
し
太
上
は
德
を
以
て
時
を
撫
し
︑
易
簡
に
し
て
⽂
無
し
︒
三
代
に
⾄
り
て
︑
禮
樂
⼤
い
に
備
は
り
︑
制
度
ま
す
ま
す
繁
し
︒

⽂
質
の
變
︑
其
の
理
何
に
由
ら
ん
︒
虞
︑
夏
の
際
︑
聖
明
係
踵
し
て
︑
損
益
同
じ
か
ら
ず
︒
周
道
既
に
衰
ふ
る
も
︑
仲
尼
は
猶

ほ
周
に
從
う
と
⽈
う
︒
因
⾰
の
宜
︑
⼜
た
何
ぞ
殊
な
ら
ん
や
︒ 

  

︵﹃
晉
書
﹄
卷
五
⼗
⼆
︑
郤
詵
傳
︶ 
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晉
武
帝
の
策
問
の
⼀
つ
⽬
の
策
も
古
の
王
道
の
因
⾰
に
つ
い
て
の
内
容
で
あ
り
︑
そ
の
出
典
は
主
に
﹃
論
語
﹄
爲
政
・
雍
也
・
⼋
佾

の
各
篇
に
基
づ
い
て
い
る
が
︑
陸
機
は
こ
こ
で
︑
⻄
晉
の
貴
族
︑
⼠
⼈
た
ち
と
共
通
す
る
知
識
を
追
求
し
て
い
る
と
⾔
え
よ
う
︒
次
に

陸
機
の
⼆
つ
⽬
の
策
問
は
︑ 

 

在
昔
哲
王
︑
象
事
備
物
︑
明
堂
所
以
崇
上
帝
︑
清
廟
所
以
寧
祖
考
︑
辟
雍
所
以
班
禮
教
︑
太
學
所
以
講
藝
⽂
︑
此
蓋
有
國
之
盛
典
︑

爲
邦
之
⼤
司
︒
亡
秦
廢
學
︑
制
度
荒
闕
︒
諸
儒
之
論
︑
損
益
異
物
︒
漢
⽒
遺
作
︑
居
爲
異
事
︒
⽽
蔡
邕
﹃
⽉
令
﹄
謂
之
⼀
物
︑
將

何
所
從
︒ 

在
昔
の
哲
王
︑
事
に
象
び
て
物
を
備
へ
︑
明
堂
は
上
帝
を
崇
ぶ
所
以
︑
清
廟
は
祖
考
を
寧
ず
る
所
以
︑
辟
雍
は
禮
教
を
班
る
所

以
︑
太
學
は
藝
⽂
を
講
ず
る
所
以 

︑
此
れ
蓋
し
國
を
有
す
る
盛
典
︑
邦
を
爲
す
⼤
司
な
り
︒
亡
秦
學
を
廢
し
︑
制
度
荒
闕
せ
り
︒

諸
儒
の
論
︑
損
益
し
て
物
を
異
な
り
︑
漢
⽒
の
遺
作
︑
居
り
て
異
事
と
爲
す
︒
⽽
し
て
蔡
邕
の
﹃
⽉
令
﹄
之
を
⼀
物
と
謂
ふ
︑

將
に
何
れ
の
所
に
從
わ
ん
や
︒ 

 

と
あ
る
︒
こ
こ
で
は
陸
機
が
蔡
邕
﹃
明
堂
⽉
令
章
句
﹄
を
援
引
し
て
發
問
し
て
い
る
︒
⽉
令
は
先
秦
時
代
に
お
け
る
⼀
つ
の
共
通
す
る

專
⾨
知
識
で
あ
り
︑﹃
呂
⽒
春
秋
﹄
の
各
覽
に
す
で
に
提
起
さ
れ
︑
漢
代
に
⼊
�
て
︑
⼩
戴
禮
︑
つ
ま
り
﹃
禮
記
﹄
に
⽉
令
篇
を
收
め
て

以
來
︑
儒
家
の
重
要
な
問
題
に
な
�
て
い
た
︒
王
莽
の
復
古
運
動
の
な
か
に
︑
す
で
に
禮
記
⽉
令
に
よ
�
て
︑
明
堂
︑
辟
雍
な
ど
施
設

を
⽴
て
よ
う
と
し
て
い
る
︒
後
漢
に
⼊
�
て
︑
鄭
⽞
や
蔡
邕
な
ど
の
學
者
が
注
釋
を
⾏
な
�
て
い
る
︒
特
に
︑
武
帝
朝
の
咸
寧
⼆
年
か

ら
︑
惠
帝
朝
の
元
康
三
年
ま
で
に
︑
明
堂
︑
闢
雍
︑
太
學
な
ど
の
施
設
を
作
り
上
げ
て
い
る
︒
陸
機
が
こ
の
策
問
を
出
し
た
際
に
︑
す

で
に
完
成
し
て
い
る
︵
33
︶︒
故
に
︑
陸
機
の
策
問
は
現
實
の
問
題
に
對
す
る
わ
け
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
漢
代
以
來
に
常
に
議
論
さ
れ

て
き
た
經
義
の
考
察
を
⾏
な
�
て
い
る
の
で
あ
る
︒ 

 
以
上
︑
陸
機
﹁
演
連
珠
﹂
及
び
﹁
策
紀
瞻
秀
才
⽂
﹂
の
中
に
︑
吳
⼈
の
⾝
分
を
避
け
て
︑
儒
家
經
典
︑
史
書
な
ど
中
原
の
⼠
⼈
と
共

通
す
る
知
識
を
求
め
る
姿
勢
を
論
じ
た
︒
こ
れ
ら
の
知
識
は
多
く
累
層
的
な
も
の
で
あ
り
︑
初
め
は
必
ず
し
も
儒
家
の
知
識
と
は
⾔
え

な
い
が
︑
漢
代
を
經
て
︑
す
で
に
儒
家
の
學
問
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
共
通
す
る
知
識
の
使
⽤
は
︑
單
に
︑
⻄
晉
の
儒
家
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國
家
の
政
策
に
ふ
さ
わ
し
い
だ
け
で
は
な
く
︑
こ
れ
ら
の
作
の
中
に
︑﹁
辯
亡
論
﹂
の
よ
う
な
吳
國
と
⾃
分
の
家
系
を
⾃
讚
⾃
畫
す
る
の

で
は
な
く
︑吳
⼈
と
し
て
︑新
た
に
成
⽴
し
た
⻄
晉
王
朝
に
協
調
的
な
意
識
も
⾒
て
取
れ
る
︒あ
え
て
こ
こ
に
陸
機
は
吳
⼈
で
は
な
く
︑

⻄
晉
の
⼠
⼈
と
し
て
振
る
舞
�
た
と
考
え
て
良
い
︒
前
の
華
譚
と
同
じ
よ
う
に
︑
か
か
る
態
度
は
中
原
の
⼠
族
た
ち
に
も
受
け
⼊
れ
ら

れ
つ
つ
あ
�
た
︒
陸
機
は
﹁
演
連
珠
﹂
の
中
で
皇
帝
に
對
し
て
樣
々
な
諫
め
を
勸
め
て
い
る
が
︑
そ
の
ほ
か
に
も
︑
⼈
材
登
⽤
に
つ
い

て
樣
々
な
⾒
解
を
吐
露
し
︑
當
時
に
お
い
て
最
も
上
層
の
貴
族
︑
官
僚
に
認
め
ら
れ
て
い
�
た
の
で
あ
ろ
う
︒
彼
の
⽂
才
だ
け
で
は
な

く
︑
儒
家
知
識
に
對
す
る
熟
知
︑
及
び
⻄
晉
王
朝
に
柔
軟
に
同
調
す
る
態
度
は
彼
を
秀
才
策
問
の
試
驗
官
に
任
じ
る
に
⼗
分
な
も
の
で

あ
�
た
︒
從
來
︑
陸
機
の
中
原
⼠
⼈
に
對
す
る
態
度
は
常
に
傲
岸
的
︑
⾃
尊
の
態
度
と
認
識
さ
れ
て
き
た
が
︑
⻄
晉
の
皇
權
︑
貴
族
に

對
し
て
は
︑
逆
に
慎
ん
で
協
⼒
的
な
態
度
を
と
�
て
い
る
の
で
あ
る
︒ 

 
し
か
し
︑
こ
の
策
問
の
結
果
に
つ
い
て
︑﹃
晉
書
﹄
陸
機
傳
と
紀
瞻
傳
は
⼀
⽂
字
も
⾔
及
し
て
い
な
い
︒
後
の
永
寧
年
間
︑
紀
瞻
が
再

び
﹁
寒
素
﹂
と
し
て
薦
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
⾒
れ
ば
︑
こ
の
試
驗
は
結
局
は
成
功
し
な
か
�
た
よ
う
で
あ
る
︒ 

 

お
わ
り
に 

 

連
珠
と
い
う
⽂
體
は
︑
後
漢
中
期
ま
で
は
︑
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
皇
帝
に
對
し
⼈
材
登
⽤
に
つ
い
て
薦
め
る
短
い
⽂
章
で
あ
�
た
︒
無

論
︑
そ
の
讀
者
は
皇
帝
の
み
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
後
漢
末
の
建
安
時
代
に
⾄
�
て
︑
連
珠
⽂
は
も
�
ぱ
ら
皇
帝
に
差
し
上
げ
る
も
の
で

は
な
く
︑
周
り
の
知
識
⼈
集
團
の
⽬
に
も
触
れ
る
も
の
と
な
�
た
︒
こ
れ
ら
の
作
品
を
通
し
て
︑
各
作
者
の
知
識
の
基
盤
を
窺
う
こ
と

が
で
き
る
︒
陸
機
は
﹁
演
連
珠
﹂
五
⼗
⾸
ま
で
製
作
し
︑
そ
の
讀
者
が
皇
帝
の
み
を
想
定
す
る
だ
け
で
は
な
く
︑
中
原
︑
も
し
く
は
舊

吳
國
の
⼠
⼈
を
も
讀
者
と
考
え
て
い
た
と
い
え
よ
う
︒
そ
も
そ
も
︑
連
珠
は
⽐
喩
を
通
じ
て
聞
き
⼿
を
悟
ら
せ
る
⽂
體
で
あ
り
︑
相
當

な
柔
軟
性
が
必
要
で
あ
る
︒ 

陸
機
は
﹁
演
連
珠
﹂
の
中
に
︑
吳
⼈
の
⾝
分
を
隠
し
て
︑
⻄
晉
の
儒
教
國
家
の
⽅
針
に
沿
い
︑
中
原
の
⼠

⼈
に
共
通
の
知
識
を
多
く
⽤
い
た
こ
と
で
︑
よ
う
や
く
⻄
晉
朝
廷
か
ら
認
め
ら
れ
た
︒
こ
の
⽂
才
と
態
度
に
よ
り
︑
彼
は
元
康
時
期
の

吳
⼈
の
秀
才
を
策
問
す
る
試
驗
官
と
い
う
資
格
を
得
︑
吳
⼈
の
推
薦
に
お
い
て
正
當
性
︑
權
威
性
も
得
た
の
で
あ
る
︒ 

陸
機
は
後
に
も
弟
の
陸
雲
︑
親
戚
の
顧
榮
ら
と
と
も
に
︑
吳
⼈
の
出
世
を
薦
め
續
け
て
い
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
︑
先
⾏
硏
究
に
も
す
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で
に
多
く
の
指
摘
が
あ
る
︒
彼
は
多
く
の
⼈
⼠
を
推
薦
し
た
よ
う
で
あ
る
︒﹃
太
平
御
覽
﹄
卷
⼆
百
五
⼗
三
に
陸
機
の
﹁
薦
張
暢
表
﹂
が

あ
る
︵
34
︶︒
薦
表
の
最
後
の
詔
に
は
︑
詔
が
あ
り
︑﹁
詔
す
︑
暢
は
既
に
是
の
⼈
の
稱
す
る
所
と
爲
る
︑
便
ち
差
代
す
︵
詔
︑
暢
既
爲

是
⼈
所
稱
︑
便
差
代
︒﹂︶
と
あ
る
︒﹁
差
代
﹂
は
役
職
に
着
け
る
意
で
あ
る
︒
陸
機
︑
つ
ま
り
﹁
是
⼈
﹂
の
推
薦
が
あ
�
た
か
ら
こ
そ
︑

張
暢
は
さ
ら
に
ふ
さ
わ
し
い
役
職
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
︒
こ
の
例
か
ら
も
陸
機
の
﹁
演
連
珠
﹂
や
﹁
策
秀
才
紀
瞻
⽂
﹂
な
ど
が
よ
い

反
響
を
得
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
で
あ
ろ
う
︒
陸
機
の
こ
の
よ
う
な
推
薦
は
⼋
王
之
亂
の
動
亂
中
に
も
繼
續
し
て
⾒
ら
れ
る
︒
晉
惠
帝

永
康
元
年
︵
三
〇
⼀
︶︑
趙
王
司
⾺
倫
に
吳
の
處
⼠
戴
淵
を
推
薦
す
る
際
に
︑
次
の
よ
う
な
推
薦
狀
を
書
い
て
い
る
︒
そ
の
冒
頭
は
連
珠

と
類
似
す
る
部
分
が
あ
る
︒ 

 

蓋
聞
繁
弱
登
御
︑
然
後
⾼
墉
之
功
顯
︒
孤
⽵
在
肆
︑
然
後
降
神
之
曲
成
︒ 

是
以
⾼
世
之
主
︑
必
假
遠
邇
之
器
︑
蘊
匵
之
才
︑
思
託
太
⾳
之
和
︒ 

蓋
し
聞
く
︑
繁
弱 

登
御
し
て
︑
然
る
後
に
⾼
墉
の
功
は
顯
は
る
︒
孤
⽵ 

肆
に
在
り
て
︑
然
る
後
に
降
神
の
曲
は
成
す
︒ 

是
を
以
て
⾼
世
の
主
は
︑
必
ず
遠
邇
の
器
を
假
り
︑
蘊
匵
の
才
は
︑
太
⾳
の
和
に
託
す
と
思
ふ
︒ 

︵
陸
機
﹁
上
趙
王
倫
箋
薦
戴
淵
﹂︑﹃
晉
書
﹄
卷
六
⼗
九
戴
淵
傳
所
引
︶  

こ
の
推
薦
狀
の
冒
頭
が
﹁
⾂
聞
﹂
で
は
な
く
︑﹁
蓋
聞
﹂
で
あ
る
の
は
︑
そ
の
對
象
が
晉
惠
帝
司
⾺
衷
で
は
な
く
︑
趙
王
司
⾺
倫
で
あ

る
た
め
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
⼀
⽂
は
﹃
世
說
新
語
﹄
賞
譽
篇
の
劉
孝
標
注
に
も
引
⽤
さ
れ
て
い
る
が
︑
⽂
字
の
異
同
が
多
い
︵
35
︶︒
特

に
︑
冒
頭
の
﹁
是
以
⾼
世
之
主
︑
必
假
遠
邇
之
器
︒
蘊
匵
之
才
︑
思
託
太
⾳
之
和
︒﹂
と
い
う
⼀
⽂
が
み
え
な
い
︒
こ
の
⼀
⽂
が
あ
れ
ば
︑

﹁
蓋
聞
﹂
と
﹁
是
以
﹂
の
部
分
は
ま
る
で
⼆
つ
の
命
題
の
連
珠
の
形
と
⼀
致
す
る
の
で
あ
る
︒
書
物
を
讀
む
こ
と
が
で
き
な
か
�
た
と

い
う
愚
昧
な
趙
王
司
⾺
倫
に
對
し
︑
か
よ
う
に
⽂
才
溢
れ
る
推
薦
狀
を
呈
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
︑
陸
機
は
連
珠
⽂
を
作
る
能
⼒
だ
け

で
は
な
く
︑
⼈
材
を
あ
げ
る
才
能
も
有
し
て
い
た
こ
と
を
宣
⾔
し
て
い
る
だ
ろ
う
︒ 
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︻
注
︼ 

 

︵
１
︶
 
廖
蔚
卿
﹁
論
連
珠
體
的
形
成
﹂︵﹃
幼
獅
學
誌
﹄
⼗
五
卷
⼆
期
︑
⼀
九
七
⼋
年
︑
後
﹃
漢
魏
六
朝
⽂
學
論
集
﹄﹇
⼤
安
出
版

社
︑
⼀
九
九
七
年
﹈
に
收
錄
︶
に
お
い
て
︑
連
珠
の
濫
觴
に
つ
い
て
の
四
つ
の
說
を
整
理
し
て
お
り
︑
班
固
起
源
說
・
揚
雄
起

源
說
・
韓
⾮
⼦
起
源
說
・
鄧
析
⼦
起
源
說
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
︒
班
固
起
源
說
は
⻄
晉
の
傅
⽞
の
﹁
連
珠
序
﹂︵﹃
藝
⽂
類
聚
﹄

卷
三
⼗
七
︶
に
提
起
さ
れ
︑
揚
雄
起
源
說
は
劉
勰
﹃
⽂
⼼
雕
⿓
﹄
雜
⽂
篇
に
⾸
唱
さ
れ
︑
同
時
期
の
沈
約
﹁
上
注
制
旨
連
珠

表
﹂︵﹃
藝
⽂
類
聚
﹄
卷
五
⼗
七
︶︑
任
昉
﹁
⽂
章
緣
起
﹂
に
も
贊
同
さ
れ
る
︒
韓
⾮
⼦
起
源
說
は
﹃
北
史
﹄
卷
⼆
⼗
七
李
先
傳

に
⾔
及
さ
れ
て
︑
清
代
學
者
章
學
誠
﹃
⽂
史
通
義
﹄
詩
教
上
篇
に
⼤
い
に
提
唱
さ
れ
た
︒
鄧
析
⼦
起
源
說
は
孫
德
謙
﹃
六
朝
麗

指
﹄
に
提
起
さ
れ
た
︒ 

︵
２
︶
 
橫
⼭
弘
﹁
歷
代
連
珠
集
１
﹂︵﹃
天
理
⼤
學
學
報
﹄
第
⼋
五
號
︑
⼀
九
七
三
年
︶︑﹁
歷
代
連
珠
集
２
﹂︵
⼤
阪
⼥
⼦
⼤
學
﹃
⼥
⼦

⼤
⽂
學
︵
國
⽂
篇
︶﹄
第
⼆
⼗
七
號
︑
⼀
九
七
六
年
︶︑﹁
⼤
阪
⼥
⼦
⼤
學
歷
代
連
珠
集
３
﹂︵
⼤
阪
⼥
⼦
⼤
學
﹃
⼥
⼦
⼤
⽂
學
︵
國

⽂
篇
︶﹄
第
⼆
⼗
⼋
號
︑
⼀
九
七
七
年
︶︑﹁
歷
代
連
珠
集
４
﹂︵
⼤
阪
⼥
⼦
⼤
學
﹃
⼥
⼦
⼤
⽂
學
︵
國
⽂
篇
︶﹄
第
三
⼗
⼀
號
︑
⼀

九
⼋
〇
年
︶︑﹁
歷
代
連
珠
集
補
篇
﹂︵
⼤
阪
⼥
⼦
⼤
學
﹃
⼥
⼦
⼤
⽂
學
︵
國
⽂
篇
︶﹄
第
三
⼗
五
號
︑
⼀
九
⼋
四
年
︶︑
歷
代
連
珠

集
續
補
﹂︵
⼤
阪
⼥
⼦
⼤
學
﹃
⼥
⼦
⼤
⽂
學
︵
國
⽂
篇
︶﹄
第
三
⼗
⼋
號
︑
⼀
九
⼋
七
年
︶
を
參
照
︒ 

︵
３
︶
 
橫
⼭
弘
の
注
︵
２
︶
前
掲
論
⽂
を
參
照
︑
廖
蔚
卿
の
注
︵
１
︶
前
掲
論
⽂
を
參
照
︒
佐
⽵
保
⼦
﹁
陸
機
﹁
演
連
珠
﹂
の
構
成

上
の
特
質
﹂︵﹃
六
朝
學
術
學
會
報
﹄
第
四
期
︑
⼆
〇
〇
三
年
︶
を
參
照
︒ 

︵
４
︶
 
廖
蔚
卿
﹁
論
漢
魏
六
朝
連
珠
體
的
藝
術
及
其
影
響
﹂︵﹃
臺
靜
農
先
⽣
⼋
⼗
壽
慶
論
⽂
集
﹄︵
聯
經
出
版
︑
⼀
九
⼋
⼀
年
︑
後
﹃
漢

魏
六
朝
⽂
學
論
集
﹄﹇
⼤
安
出
版
社
︑
⼀
九
九
七
年
︑﹈
に
所
收
︶
を
參
照
︒ 

︵
５
︶
 

﹁
演
連
珠
﹂
五
⼗
⾸
の
中
に
︑
其
⼆
︑
⼋
︑
⼆
⼗
四
︑
⼆
⼗
七
︑
三
⼗
九
︑
四
⼗
⼀
︑
四
⼗
⼆
が
こ
の
型
に
屬
す
る
︒ 

︵
６
︶
 

﹃
⽂
選
﹄
李
善
注
本
に
﹁
百
⾥
﹂
と
作
り
︑
五
⾂
注
本
皆
﹁
北
⾥
﹂
と
作
る
︒
胡
⽒
﹃
⽂
選
考
異
﹄
に
﹁
百
⾥
不
可
通
︑
此

必
有
誤
︒
疑
⾥
當
作
⽛
︑
劉
︵
孝
標
︶
及
︵
李
︶
善
無
注
︑
以
百
⽛
⾃
不
煩
注
⽿
﹂
と
解
釋
し
て
い
る
︒
北
⾥
に
つ
い
て
︑﹃
史
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記
﹄
卷
三
殷
本
紀
に
﹁
於
是
使
師
涓
作
新
淫
聲
︑
北
⾥
之
舞
︑
靡
靡
之
樂
︒﹂
と
あ
り
︑﹃
晏
⼦
﹄
諫
篇
に
﹁
國
衰
︑
⾂
懼
君
之

逆
政
之
⾏
︒
有
歌
︑
紂
作
北
⾥
︑
幽
厲
之
聲
︑
顧
夫
淫
以
鄙
⽽
偕
亡
︒
﹂
と
あ
る
︒
何
れ
に
せ
よ
︑
殷
の
紂
王
の
亡
國
の
⾳
樂
・

舞
を
さ
し
て
い
る
︒﹁
操
﹂
は
︑
劉
向
﹁
雅
琴
賦
﹂
に
よ
る
と
︑﹁
君
⼦
因
雅
琴
之
適
︑
故
從
容
以
致
思
焉
︒
其
道
閉
塞
悲
愁
⽽

作
者
名
其
曲
⽈
操
︑
⾔
遇
災
害
︑
不
失
其
操
也
︒
﹂﹁
北
⾥
の
操
﹂
は
陸
機
が
あ
げ
よ
う
と
す
る
世
の
中
の
も
�
と
も
優
れ
る
琴

の
曲
と
齟
齬
が
あ
り
︑
⽂
脈
に
よ
る
と
︑
胡
⽒
の
い
う
﹁
百
⽛
﹂︑
つ
ま
り
﹁
伯
⽛
﹂
の
⽅
が
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
︒ 

︵
７
︶
 
⾼
橋
和
⺒
﹁
陸
機
の
傳
記
と
そ
の
⽂
學
︵
下
︶﹂︵
京
都
⼤
學
中
國
⽂
學
會
﹃
中
國
⽂
學
報
﹄
第
⼗
⼆
册
︑
⼀
九
六
〇
年
︶︒
橫

⼭
弘
﹁
陸
庾
連
珠
⼩
考
﹂︵
京
都
⼤
學
中
國
⽂
學
會
﹃
中
國
⽂
學
報
﹄
第
⼆
⼗
⼆
册
︑
⼀
九
六
⼋
年
︶︑
佐
⽵
保
⼦
﹁
陸
機
﹁
演

連
珠
﹂
五
⼗
⾸
に
つ
い
て̶

̶

そ
の
多
元
性
と
叙
情
性̶

̶

﹂︵﹃
⽇
本
中
國
學
會
報
﹄
第
五
⼗
五
集
︑
⼆
〇
〇
三
年
︶
を
參
照
︒ 

︵
８
︶
 
駱
鴻
凱
﹁
⽂
選
專
家
硏
究
舉
例̶

̶

陸
機
﹂︵﹃
⽂
選
學
﹄︑
中
華
書
局
︑
⼀
九
三
七
年
︶
に
①
﹁
先
に
事
例
を
舉
げ
て
︑
次
に

道
理
を
述
べ
る
︵
先
舉
事
例
︑
次
明
理
由
︶﹂︑
②
﹁
先
に
⽐
喩
を
設
け
︑
續
い
て
例
を
舉
げ
て
︑
道
理
を
⾔
及
し
な
い
︵
先
設

諭
︑
繼
舉
例
︑
略
去
理
由
︶﹂︑
③
﹁
先
に
道
理
を
述
べ
て
︑
續
い
て
事
例
を
舉
げ
る
︵
先
明
理
由
︑
繼
舉
事
例
︶﹂︑
④
﹁
先
に

⽐
喩
を
設
け
︑
次
に
道
理
を
語
り
て
︑
最
後
に
結
案
す
る
︵
先
設
諭
︑
次
明
理
︑
終
以
斷
案
︶﹂︑
⑤
﹁
先
に
道
理
を
語
り
て
︑

次
に
⽐
喩
を
設
け
︑
最
後
に
結
案
す
る
︵
先
⾔
理
︑
次
設
諭
︑
終
以
斷
案
︶﹂︑
⑥
﹁
⽐
喩
と
道
理
が
關
連
せ
ず
別
々
で
あ
る
︵
諭

與
理
︑
起
結
各
具
︶﹂
と
い
う
六
つ
の
パ
タ
Ñ
ン
を
ま
と
め
て
い
た
︒ 

︵
９
︶ 
先
⾏
硏
究
に
す
で
に
多
く
統
計
し
た
よ
う
に
︑陸
機
以
前
の
連
珠
は
現
在
ま
で
保
存
さ
れ
て
い
る
の
は
全
て
⼗
⼋
⾸
が
あ
り
︑

揚
雄
﹁
連
珠
﹂
兩
⾸
︵﹃
藝
⽂
類
聚
﹄
卷
五
⼗
七
︶︑
班
固
﹁
擬
連
珠
﹂
五
⾸
︵﹃
藝
⽂
類
聚
﹄
卷
五
⼗
七
︶︑
蔡
邕
﹁
廣
連
珠
﹂

︵﹃
北
堂
書
鈔
﹄
卷
九
⼗
九
︑﹃
太
平
御
覽
﹄
卷
四
五
九
・
⼋
⼀
四
︶
三
⾸
︑
魏
⽂
帝
曹
丕
﹁
連
珠
﹂
三
⾸
︵﹃
藝
⽂
類
聚
﹄
卷
五

⼗
七
︶︑
潘
勗
﹁
擬
連
珠
﹂
⼀
⾸
︵﹃
藝
⽂
類
聚
﹄
卷
五
⼗
七
︶︑
王
粲
﹁
擬
連
珠
﹂
四
⾸
︵﹃
藝
⽂
類
聚
﹄
卷
五
⼗
七
︶
が
あ
る
︒

蔡
邕
の
﹁
參
絲
之
絞
以
弦
琴
﹂
殘
句
以
外
に
︑
全
て
君
⾂
關
係
に
關
わ
�
て
い
る
︒ 

︵
10
︶
 
卞
和
は
楚
王
に
⽟
を
獻
る
こ
と
は
﹃
韓
⾮
⼦
﹄
和
⽒
篇
に
⾒
ら
れ
︑
史
鰌
︵
或
い
は
史
⿂
︶
は
衛
靈
公
に
蘧
伯
⽟
を
推
薦
す

る
こ
と
が
︑﹃
論
語
﹄
衛
靈
公
︑﹃
韓
詩
外
傳
﹄
卷
七
︑﹃
⼤
戴
禮
記
﹄
保
傅
篇
に
共
に
⾒
ら
れ
る
︒ 

︵
11
︶
 
璵
璠
に
つ
い
て
は
︑﹃
春
秋
左
⽒
傳
﹄
定
公
五
年
を
參
照
︒ 
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︵
12
︶
 
班
固
﹁
擬
連
珠
﹂︵
其
四
︶︵﹃
藝
⽂
類
聚
﹄
卷
五
⼗
七
︶︑﹁
⾂
聞
鸞
鳳
養
六
翮
以
凌
雲
︑
帝
王
乘
英
雄
以
濟
⺠
︒﹃
易
﹄
⽈
︑

﹁
鴻
漸
於
陸
︑
其
⽻
可
以
爲
儀
︒
﹂﹂
と
あ
る
︒ 

︵
13
︶
 

先
⾏
硏
究
に
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
劉
宋
時
期
の
顏
延
之
ら
に
⾄
�
て
︑﹁
連
珠
﹂
中
の
﹁
蓋
聞
﹂︑﹁
⾂
聞
﹂
は
す
で
に
混
⽤
し

て
い
る
︒
し
か
し
︑
陸
機
以
前
で
は
︑﹁
天
⼦
へ
の
さ
と
し
﹂
の
意
識
が
ま
だ
強
く
︑
決
し
て
混
⽤
さ
れ
て
い
な
い
︒ 

︵
14
︶
 
岡
村
繁
﹁
建
安
⽂
壇
へ
の
視
⾓
﹂︵﹃
中
國
中
世
⽂
學
硏
究
﹄
第
五
號
︑
⼀
九
六
六
年
︶
を
參
照
︒ 

︵
15
︶  

﹃
三
國
志
﹄
卷
⼆
︑
魏
書
⽂
帝
紀
に
お
け
る
裴
松
之
注
が
引
⽤
し
た
曹
丕
﹁
典
論
⾃
叙
﹂
に
﹁
余
是
以
少
誦
詩
︑
論
︑
及
⻑

⽽
備
歷
五
經
︑
四
部
︑
史
︑
漢
︑
諸
⼦
百
家
之
⾔
︑
靡
不
畢
覽
﹂
と
あ
る
︒ 

︵
16
︶  

現
存
す
る
﹃
⽂
選
﹄
各
刻
本
間
だ
け
で
な
く
︑
各
刻
本
と
敦
煌
本
の
間
に
も
配
列
の
順
番
の
異
同
が
あ
る
︒
さ
ら
に
﹃
⽂
選
﹄

と
﹃
陸
機
集
﹄
の
配
列
が
完
全
に
⼀
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒
例
え
ば
︑﹃
⽂
選
﹄
四
部
叢
刊
本
︑
尤
袤
刻
本
の
第
四
⼗
五
⾸
と

第
四
⼗
六
⾸
が
他
の
刊
本
と
逆
で
あ
�
た
り
︑﹃
⽂
選
﹄
各
刻
本
の
第
五
⼗
⾸
が
敦
煌
本
に
お
い
て
第
四
⼗
四
⾸
に
あ
�
た
り
︑

﹃
⽂
選
﹄
の
第
⼆
⼗
⼀
⾸
と
第
⼆
⼗
⼆
⾸
の
位
置
は
︑
四
部
叢
刊
本
﹃
陸
⼠
衡
⽂
集
﹄
と
前
後
も
逆
で
あ
る
︒ 

︵
17
︶  

其
三
︑
五
︑
⼗
六
︑
⼆
⼗
五
︑
⼆
⼗
六
︑
⼆
⼗
七
︑
四
⼗
⼆
は
こ
の
類
に
屬
す
る
︒ 

︵
18
︶  

其
七
︑
⼗
︑
⼗
⼀
︑
⼗
⼆
︑
⼗
四
︑
⼗
五
︑
⼆
⼗
三
︑
三
⼗
⼀
︑
三
⼗
三
︑
四
⼗
四
︑
四
⼗
⼋
︑
五
⼗
は
こ
の
類
に
屬
す
る
︒ 

︵
19
︶  

其
⼀
︑
⼆
︑
四
︑
⼗
三
︑
⼆
⼗
⼋
︑
三
⼗
⼆
︑
三
⼗
五
は
こ
の
類
に
屬
す
る
︒ 

︵
20
︶  

其
六
︑
⼋
︑
⼗
七
︑
⼆
⼗
︑
三
⼗
六
︑
三
⼗
九
︑
四
⼗
︑
四
⼗
⼀
は
こ
の
類
に
屬
す
る
︒ 

︵
21
︶  

其
九
︑
⼗
⼋
︑
⼗
九
︑
⼆
⼗
⼀
︑
⼆
⼗
⼆
︑
⼆
⼗
四
︑
⼆
⼗
九
︑
三
⼗
︑
三
⼗
四
︑
三
⼗
五
︑
三
⼗
七
︑
三
⼗
⼋
︑
四
⼗
三
︑

四
⼗
五
︑
四
⼗
六
︑
四
⼗
七
は
こ
の
類
に
屬
す
る
︒ 

︵
22
︶
 

前
揭
注
︵
７
︶
⾼
橋
和
⺒
︑
佐
⽵
保
⼦
論
⽂
を
參
照
︒ 

︵
23
︶  

﹃
尚
書
﹄
に
基
づ
く
の
は
五
⾸
︵
其
七
・
⼗
九
・
⼆
⼗
六
・
三
⼗
⼆
・
四
⼗
⼆
・
四
⼗
⼋
︶︑﹃
左
傳
﹄
に
基
づ
く
の
は
三

⾸
︵
其
四
・
⼗
⼆
・
⼆
⼗
六
︶︑﹃
論
語
﹄
に
基
づ
く
の
は
四
⾸
︵
其
五
・
⼗
九
・
⼆
⼗
⼋
・
三
⼗
⼀
︶︑﹃
韓
詩
外
傳
﹄
に
基
づ

く
の
は
⼆
⾸
︵
其
⼗
⼆
・
四
⼗
︶︑﹃
禮
記
﹄・﹃
周
禮
﹄・﹃
孟
⼦
﹄・﹃
孔
⼦
家
語
﹄
に
基
づ
く
の
は
各
々
⼀
⾸
︵
其
⼗
五
・
⼆
⼗

⼆
・
⼆
⼗
七
・
三
⼗
⼆
︶
諸
⼦
百
家
に
儒
家
⼈
物
に
關
わ
る
の
は
三
⾸
︵
其
⼗
五
・
⼆
⼗
⼀
・
⼆
⼗
三
︶︑
儒
家
の
典
籍
を
含
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む
先
秦
に
共
通
す
る
の
は
四
⾸
︵
其
⼆
⼗
⼀
・
⼆
⼗
七
・
三
⼗
三
・
三
⼗
九
︶︑
諸
⼦
百
家
に
儒
家
を
含
ま
な
い
の
は
三
⾸

︵
其
七
・
三
⼗
九
・
四
⼗
四
︶︑﹃
楚
辭
﹄・﹃
宋
⽟
集
﹄
に
基
づ
く
の
は
三
⾸
︵
其
⼗
九
・
⼆
⼗
三
・
三
⼗
三
︶︑﹃
漢
書
﹄
に
基

づ
く
と
こ
ろ
は
三
⾸
︵
其
四
・
五
・
三
⼗
⼆
︶︑﹃
史
記
﹄
に
基
づ
く
の
は
四
⾸
︵
其
七
・
三
⼗
⼆
・
四
⼗
⼆
・
四
⼗
⼋
︶
で
あ

る
︒
各
⾸
の
出
典
に
つ
い
て
︑
下
の
表
の
と
お
り
︒﹃
⽂
選
﹄
李
善
注
︑
集
英
社
﹁
全
釋
漢
⽂
⼤
系
﹂﹃
⽂
選
﹄︑
楊
明
﹃
陸
機

集
校
箋
﹄︑
屈
守
元
﹃
⽂
選
導
讀
﹄︵
巴
蜀
書
社
︑
⼀
九
九
三
年
︶
の
基
に
︑
筆
者
の
調
査
を
加
え
て
作
�
た
も
の
で
あ
る
︒ 

 

 
 
 

陸
機
﹁
演
連
珠
﹂
五
⼗
⾸
歷
史
典
故
⼀
覧
表 

  

其
七 

其
五 

其
四 

番
號 

①
巢
箕
之
叟
︑
不
眄
丘
園
之
幣
︒ 

洗
渭
之
⺠
︑
②
不
發
傅
岩
之
夢
︒ 

①
三
卿
世
及
︑
東
國
多
衰
弊
之
政
︒ 

②
五
侯
並
軌
︑
⻄
京
有
陵
夷
之
運
︒ 

 

①
俊
乂
之
藪
︑
希
蒙
翹
⾞
之
招
︑ 

②
⾦
碧
之
巖
︑
必
辱
鳳
舉
之
使
︒ 

歷
史
典
故
を
⽤
い
る
表
現 

①
﹃
呂
⽒
春
秋
﹄
に
堯
の
天
下
を
讓
る
こ
と
を
逃
げ
る
許
由
の
こ
と
︒ 

②
僞
﹃
尚
書
﹄
說
命
︑﹃
史
記
﹄
卷
三
殷
本
紀
に
⾼
宗
武
丁
が
傅
說
を
發
⾒
す
る
こ
と
︒ 

①
﹃
論
語
﹄
季
⽒
に
魯
宣
公
の
世
に
三
桓
が
專
權
す
る
こ
と
︒ 

②
﹃
漢
書
﹄
卷
九
⼗
⼋
元
后
傳
に
漢
成
帝
が
外
戚
王
⽒
五
⼈
を
侯
に
封
ず
る
こ
と
︒ 

①
﹃
左
傳
﹄
莊
公
⼆
⼗
年
に
⿑
桓
公
が
陳
完
を
招
く
こ
と
︒ 

②
﹃
漢
書
﹄
卷
⼆
⼗
五
郊
祀
志
︑
卷
六
⼗
四
王
褒
傳
に
漢
宣
帝
が
王
褒
を
益
州
に
⾦ 

⾺
碧
雞
の
神
を
求
め
る
こ
と
︒ 

出
典 
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其 

⼆
⼗
⼆ 

其 

⼆
⼗
⼀ 

其
⼗
九 

其
⼗
五 

其
⼗
⼆ 

①
準
⽉
稟
⽔
︑
不
能
加
涼
︑ 

②
晞
⽇
引
⽕
︑
不
必
增
暉
︒ 

輪
匠
肆
⽬
︑
①
不
乏
奚
仲
之
妙
︒ 

瞽
史
清
⽿
︑
②
⽽
無
伶
倫
之
察
︒ 

 

①
鑽
燧
取
⽕
︑
②
以
績
暘
⾕
之
晷
︒ 

揮
翮
成
⾵
︑
③
⽽
繼
⾶
廉
之
功 

①
是
以
三
晉
之
強
︑
屈
於
⿑
堂
之
俎
︒ 

②
千
乘
之
勢
︑
弱
於
陽
⾨
之
哭
︒ 

①
柳
莊
黜
殯
︑
②
⾮
⾷
⽠
衍
之
賞
︒ 

③
禽
息
碎
⾸
︑
④
豈
要
先
茅
之
⽥
︒ 

①
②
⽇
よ
り
⽕
を
取
り
︑
⽉
よ
り
⽔
を
と
る
の
は
︑﹃
周
禮
﹄
秋
官
司
寇
司
烜

⽒
の
こ
と
︒ 

①
⾞
を
作
る
名
匠
で
あ
る
薛
國
の
奚
仲
は
︑﹃
左
傳
﹄︑﹃
管
⼦
﹄︑﹃
韓
⾮
⼦
﹄︑

﹃
荀
⼦
﹄
な
ど
先
秦
典
籍
に
と
も
に
登
場
す
る
︒ 

②
⿈
帝
の
樂
師
で
あ
る
伶
倫
は
﹃
呂
⽒
春
秋
﹄
に
登
場
し
て
い
る
︒ 

①
鑽
燧
取
⽕
は
﹃
論
語
﹄
陽
貨
篇
に
出
典
す
る
︒ 

②
⽇
の
出
る
と
こ
ろ
で
あ
る
暘
⾕
は
﹃
尚
書
﹄
堯
典
に
出
典
す
る
︒ 

③
⾵
伯
で
あ
る
⾶
廉
は
﹃
楚
辭
﹄
離
騷
に
出
典
す
る
︒ 

①
﹃
晏
⼦
春
秋
﹄
內
篇
雜
上
に
晏
⼦
が
晉
の
使
者
で
あ
る
范
昭
の
無
禮
な
要
求

を
拒
絶
す
る
こ
と
︒ 

②
﹃
禮
記
﹄
檀
⼸
に
⼦
罕
の
晉
の
偵
察
を
恐
す
こ
と
︒ 

兩
者
は
と
も
に
孔
⼦
の
好
評
を
得
た
︒ 

①
﹃
韓
詩
外
傳
﹄
卷
七
に
相
次
ぐ
柳
莊
の
こ
と
と
史
⿂
が
﹁
屍
諫
﹂
で
蘧
伯
⽟

を
推
薦
す
る
こ
と
を
誤
�
て
引
⽤
す
る
︒ 

②
⽠
衍
に
つ
い
て
︑﹃
左
傳
﹄
宣
公
⼗
五
年
に
晉
景
公
が
⼠
貞
⼦
に
⽠
衍
の
縣

を
賜
る
こ
と
︒ 

③
禽
息
も
﹃
韓
詩
外
傳
﹄
卷
七
禽
息
が
秦
穆
公
に
百
⾥
奚
を
推
薦
す
る
こ
と
︒ 

④
先
茅
に
つ
い
て
︑
左
傳
僖
公
三
⼗
三
年
胥
⾂
に
先
茅
の
縣
を
賜
る
こ
と
︒ 
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其 

三
⼗
⼀ 

其 

⼆
⼗
⼋ 

其 

⼆
⼗
七 

其 

⼆
⼗
六 

其 
⼆
⼗
三 

遁
世
之
⼠
︑
①
⾮
受
匏
⽠
之
性
︒ 

利
盡
萬
物
︑
①
不
能
叡
童
昏
之
⼼
︒ 

德
表
⽣
⺠
︑
②
不
能
救
棲
遑
之
辱
︒ 

衆
聽
所
傾
︑
①
⾮
假
百
⽛
之
操
︒ 

萬
夫
婉
孌
︑
②
⾮
俟
⻄
⼦
之
顏
︒ 

①
四
族
放
⽽
唐
劭
︑ 

②
⼆
⾂
誅
⽽
楚
寧
︒ 

①
南
荊
有
寡
和
之
歌
︑ 

②
東
野
有
不
釋
之
辨
︒ 

①
匏
⽠
之
性
︑﹃
論
語
﹄
陽
貨
篇
に
孔
⼦
が
佛
肸
の
招
き
に
應
じ
て
出
仕
の
意

圖
を
表
す
典
故
︒ 

 

①
童
昏
之
⼼
︑
劉
孝
標
︑
李
善
注
に
よ
る
と
︑
堯
が
息
⼦
の
丹
朱
を
教
化
で

き
ず
︑
舜
に
禪
讓
す
る
こ
と
を
指
す
︒ 

②
棲
遑
之
辱
︑
孔
⼦
が
列
國
に
周
遊
す
る
こ
と
を
指
す
︒﹃
論
語
﹄
憲
問
篇
と

班
固
﹁
答
賓
戲
﹂
に
⾒
え
る
︒ 

①
伯
⽛
は
﹃
荀
⼦
﹄︑﹃
呂
⽒
春
秋
﹄︑﹃
列
⼦
﹄
な
ど
先
秦
典
籍
に
多
く
⾒
ら

れ
る
︒ 

②
⻄
施
も
先
秦
典
籍
に
多
く
⾒
ら
れ
る
が
︑
⻄
⼦
と
呼
ば
れ
る
の
は
﹃
孟
⼦
﹄

で
あ
る
︒ 

①
﹃
尚
書
﹄
堯
典
に
舜
が
四
兇
と
呼
ば
れ
る
共
公
︑
驩
兜
︑
三
苗
︑
鯀
な
ど
を

放
逐
す
る
こ
と
︒ 

②
﹃
左
傳
﹄
昭
公
⼆
⼗
七
年
に
楚
國
令
尹
⼦
常
が
費
無
極
︑
鄢
將
師
を
族
滅

す
る
こ
と
︒ 

 

①
﹃
宋
⽟
集
﹄﹁
對
楚
王
問
﹂
に
お
い
て
宋
⽟
の
こ
と
︒ 

②
﹃
呂
⽒
春
秋
﹄
孝
⾏
覽
必
⼰
に
孔
⼦
が
東
野
に
野
⼈
に
圍
ま
れ
る
こ
と
︒ 
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其 

三
⼗
九 

其 

三
⼗
三 

其 

三
⼗
⼆ 

淫
⾵
⼤
⾏
︑
貞
⼥
蒙
冶
容
之
悔
︒ 

淳
化
殷
流
︑
①
②
盜
蹠
挾
曾
史
之
情
︒ 

⾶
轡
⻄
頓
︑
①
②
則
離
朱
與
矇
瞍
收
察
︒ 

懸
景
東
秀
︑
③
④
則
夜
光
與
武
夫
匿
耀
︒ 

①
②
蒲
密
之
黎
︑
③
遺
時
雍
之
世
︒ 

④
豐
沛
之
⼠
︑
⑤
忘
桓
撥
之
君
︒ 

①
盜
蹠
は
古
の
盜
賊
で
あ
り
︑﹃
莊
⼦
﹄︑﹃
韓
⾮
⼦
﹄︑﹃
孟
⼦
﹄
な
ど
先
秦
典

籍
に
⾒
え
る
︒﹃
莊
⼦
﹄
盜
蹠
篇
に
孔
⼦
が
盜
蹠
を
說
し
た
︒ 

②
曾
史
は
孔
⼦
の
弟
⼦
の
曾
參
︑
孔
⼦
が
激
賞
し
た
史
⿂
で
あ
り
︑
⼆
⼈
の

連
⽤
は
﹃
韓
⾮
⼦
﹄︑﹃
莊
⼦
﹄
に
あ
る
︒ 

①
離
朱
は
古
の
視
⼒
の
良
い
⼈
物
︑﹃
孟
⼦
﹄︑﹃
莊
⼦
﹄︑﹃
韓
⾮
⼦
﹄︑﹃
慎
⼦
﹄

な
ど
先
秦
典
籍
に
⾒
え
る
︒ 

②
矇
瞍
は
盲
⼈
で
あ
り
︑﹃
詩
經
﹄
⼤
雅
﹁
靈
臺
﹂︑﹃
楚
辭
﹄
九
章
﹁
懷
沙
﹂

か
ら
の
出
典
︒ 

③
夜
光
は
寶
⽯
の
名
で
あ
り
︑﹃
呂
⽒
春
秋
﹄︑﹃
淮
南
⼦
﹄
に
⾒
え
る
︒ 

武
夫
は
⽟
に
類
似
す
る
⽯
︑
出
典
は
﹃
戰
國
策
﹄
魏
策 

①
蒲
︑﹃
孔
⼦
家
語
﹄
辯
政
に
⼦
路
が
衛
國
の
蒲
の
宰
に
務
め
て
︑
現
地
を
治

め
て
孔
⼦
の
稱
贊
を
得
た
︒ 

②
密
︑
前
漢
末
期
に
卓
茂
が
密
の
令
に
務
め
て
當
地
を
治
め
て
い
る
︒ 

③
時
雍
之
世
は
︑﹃
尚
書
﹄
に
堯
の
治
世
を
指
す
こ
と
︑ 

④
豐
沛
は
︑
漢
⾼
祖
の
出
⾝
地
で
あ
り
︑
劉
邦
が
即
位
し
た
の
ち
に
︑
當
地

の
賦
稅
を
免
除
し
た
︒ 

⑤
桓
撥
之
君
は
﹃
詩
經
﹄
商
頌
に
湯
の
治
世
を
指
す
︒ 
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其 

四
⼗
⼋ 

其 

四
⼗
四 

其 

四
⼗
⼆ 

  其 四
⼗ 

①
吞
縱
之
強
︑
②
不
能
反
蹈
海
之
志
︑ 

③
漂
⿄
之
威
︑
④
不
能
降
⻄
⼭
之
節
︒ 

⽣
重
於
利
︑
①
故
據
圖
無
揮
劍
之
痛
︒ 

義
貴
於
神
︑
②
故
臨
川
有
投
跡
之
哀
︒ 

①
殷
墟
有
感
物
之
悲
︑ 

②
周
京
無
佇
⽴
之
跡
︒ 

①
江
漢
之
君
︑
悲
其
墜
履
︒ 

②
少
原
之
婦
︑
哭
其
亡
簪
︒ 

 

①
吞
縱
之
強
は
戰
國
の
秦
の
こ
と
を
指
す
︒ 

②
蹈
海
の
志
は
魯
仲
連
が
秦
王
を
尊
ぼ
う
と
す
る
魏
王
の
將
軍
を
說
く
こ
と
を

指
す
︒
こ
の
語
は
︑﹃
史
記
﹄
魯
仲
連
列
傳
に
⾒
え
る
︒ 

③
漂
⿄
の
威
は
﹃
尚
書
﹄
武
成
に
載
せ
て
い
る
周
武
王
が
殷
の
紂
王
討
伐
す
る

こ
と
を
指
す
︒ 

④
⻄
⼭
の
節
は
伯
夷
叔
⿑
が
周
の
粟
を
⾷
べ
ず
︑
⾸
陽
⼭
に
餓
死
し
た
こ
と
を

指
し
て
い
る
︒
同
じ
く
﹃
史
記
﹄
伯
夷
叔
⿑
列
傳
に
出
典
す
る
︒ 

①
圖
に
據
り
て
劍
を
揮
ふ
こ
と
は
﹃
⽂
⼦
﹄
上
義
篇
に
⽣
命
が
天
下
よ
り
貴
重

で
あ
る
と
說
い
て
い
る
︒ 

②
川
に
臨
み
て
跡
を
投
ず
る
の
は
︑﹃
莊
⼦
﹄
讓
王
篇
に
北
⼈
無
斁
が
舜
の
天
下

を
讓
る
を
受
け
ず
清
泠
な
淵
に
⾝
を
投
げ
た
こ
と
で
あ
る
︒ 

①
﹁
尚
書
⼤
傳
﹂
に
殷
が
滅
ん
だ
後
に
微
⼦
が
周
に
參
⾒
す
る
途
中
︑
殷
墟
を

過
ぎ
て
感
傷
す
る
と
記
し
︑﹃
史
記
﹄
宋
世
家
に
該
當
⼈
物
が
箕
⼦
と
記
す
︒ 

②
﹃
詩
經
﹄
王
⾵
﹁
⿉
離
﹂
⼩
序
に
周
の
⼤
夫
が
鎬
京
に
經
て
宗
廟
の
頹
壞
を

⾒
て
感
傷
す
る
こ
と
を
記
す
︒ 

①
江
漢
之
君
︑
賈
誼
﹃
新
書
﹄
に
楚
昭
王
が
戰
争
中
に
⼀
⾜
の
靴
を
惜
し
む
こ

と
を
指
す
︒ 

②
少
原
之
婦
は
︑﹃
韓
詩
外
傳
﹄
に
孔
⼦
が
少
原
に
遊
ぶ
時
に
⼀
⼈
の
婦
⼈
の
簪

を
失
い
悲
し
む
の
を
⾒
て
問
答
す
る
こ
と
︒ 
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︵
24
︶  

例
え
ば
︑
宮
崎
市
定
﹃
九
品
官
⼈
法
﹄︵
東
洋
史
硏
究
會
︑
⼀
九
五
六
年
︑
後
﹃
宮
崎
市
定
全
集
﹄
卷
六
﹇
岩
波
書
店
︑
⼀
九

九
⼆
年
﹈
所
收
︶︑
越
智
重
明
﹁
晉
南
朝
の
秀
才
・
孝
廉
﹂︵
九
州
⼤
學
﹃
史
淵
﹄
第
⼀
⼀
六
卷
︑
⼀
九
七
九
年
︶︑
閻
歩
克
﹃
察

舉
制
度
變
遷
史
稿
﹄︵
遼
寧
⼤
學
出
版
社
︑
⼀
九
九
七
年
︶
胡
寶
國
﹁
魏
⻄
晉
的
九
品
中
正
制
﹂︵﹃
北
京
⼤
學
學
報
﹄
⼀
九
九
⼀

年
第
⼆
期
︑
後
﹃
將
無
同 

中
古
史
硏
究
論
⽂
集
﹄﹇
中
華
書
局 

︑
⼆
〇
⼆
〇
年
﹈
所
收
︶
な
ど
を
參
照
︒ 

︵
25
︶
 

武
帝
朝
に
つ
い
て
︑﹃
晉
書
﹄
卷
三
武
帝
紀
に
︑
泰
始
四
年
⼗
⼆
⽉
︑
詔
王
公
卿
尹
及
郡
國
守
相
︑
舉
賢
良
⽅
正
直
⾔
之
⼠
︒

泰
始
五
年
⼗
⼆
⽉
︵
⼆
七
〇
︶﹁
詔
州
郡
舉
勇
猛
秀
異
之
才
﹂
と
︑…

…

泰
始
七
年
六
⽉
︵
⼆
七
⼀
︶﹁
詔
公
卿
以
下
舉
將
帥
各

⼀
⼈
﹂
と…

…
泰
始
⼋
年
⼆
⽉
︵
⼆
七
⼆
︶︑﹁
詔
內
外
群
官
舉
任
邊
郡
者
各
三
⼈
﹂
と…

…

太
康
九
年
正
⽉
︵
⼆
⼋
⼋
︶︑﹁
令

內
外
群
官
舉
清
能
︑
拔
寒
素
︒﹂…

…

太
康
九
年
五
⽉
︑﹁
詔
內
外
群
官
舉
守
令
之
才
﹂
な
ど
が
あ
る
︒
惠
帝
朝
に
つ
い
て
︑﹃
晉

書
﹄
卷
九
⼗
四
范
粲
傳
に
﹁
元
康
中
︑
詔
求
廉
讓
沖
退
︑
履
道
寒
素
者
︑
不
計
資
︑
以
參
選
敘
︒…

…

時
張
華
領
司
徒
︑
天
下

所
舉
凡
⼗
七
⼈
︒﹂…

…
同
卷
任
旭
傳
に
︑﹁
永
康
初
︑
惠
帝
博
求
清
節
雋
義
之
⼠
﹂
な
ど
が
あ
る
︒ 

︵
26
︶ 

﹃
晉
書
﹄
卷
五
⼗
⼆
郤
詵
傳
・
阮
種
傳
に
︑
⼆
⼈
が
同
じ
策
問
を
參
加
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
こ
の
度
の
策
問
の

時
期
に
つ
い
て
︑
晉
武
帝
の
策
問
に
﹁
朕
獲
承
祖
宗
之
休
烈
︑
于
茲
七
載
﹂﹁
朕
應
踐
洪
運
統
位
︑
七
載
於
今
矣
︒﹂
の
こ
と
ば

か
ら
考
え
れ
ば
︑
泰
始
⼋
年
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
摯
虞
が
參
加
し
た
策
問
に
つ
い
て
︑
時
期
を
明
記
し
て
い
な
い

が
︑
科
⽬
及
び
質
問
内
容
か
ら
⾒
れ
ば
︑
同
回
の
策
問
の
可
能
性
が
⾼
い
︒
こ
の
た
び
︑
郤
詵
︑
阮
種
は
上
第
︑
摯
虞
な
ど
⼗

七
⼈
は
下
第
に
表
さ
れ
て
い
た
︒ 

︵
27
︶
 

⼆
段
階
の
策
問
を
⾏
う
理
由
に
つ
い
て
︑﹃
晉
書
﹄
卷
五
⼗
⼀
摯
虞
傳
と
卷
五
⼗
⼆
阮
種
傳
の
記
載
が
異
な
�
て
い
る
︒﹃
晉

書
﹄
摯
虞
傳
に
晉
武
帝
は
﹁
欲
詳
覽
其
對
︑
究
觀
賢
⼠
⼤
夫
⽤
⼼
﹂
を
理
由
と
し
て
︑
對
⾯
の
策
問
を
⾏
い
︑﹃
晉
書
﹄
阮
種
傳

に
の
理
由
は
︑﹁
時
種
與
郤
詵
及
東
平
王
康
俱
居
上
第
︑
即
除
尚
書
郎
︒
然
毀
譽
之
徒
︑
或
⾔
對
者
因
緣
假
託
︑
帝
乃
更
延
群
⼠
︑

庭
以
問
之
﹂
と
あ
る
︒ 

︵
28
︶  

例
え
ば
︑
徐
の
偃
王
の
こ
と
は
﹃
韓
⾮
⼦
﹄
五
蠹
︑﹃
淮
南
⼦
﹄
氾
論
訓
・
說
⼭
訓
・
⼈
間
訓
︑﹃
論
衡
﹄
幸
偶
・
⾮
韓
な

ど
に
記
載
さ
れ
て
い
る
︒
孔
⼦
の
魯
と
⿑
を
去
る
こ
と
は
︑﹃
史
記
﹄
孔
⼦
世
家
︑﹃
孔
叢
⼦
﹄︑﹃
莊
⼦
﹄
⼭
⽊
・
讓
王
・
盜

蹠
︑
漁
⽗
な
ど
に
あ
り
︑
段
幹
⽊
の
偃
息
の
こ
と
は
﹃
呂
⽒
春
秋
﹄
期
賢
︑﹃
史
記
﹄
魏
世
家
︑﹃
孟
⼦
﹄
趙
岐
注
な
ど
に
あ
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る
︒ 

︵
29
︶ 

﹃
世
說
新
語
﹄
⾔
語
篇
に
﹁
蔡
洪
赴
洛
︑
洛
中
⼈
問
⽈
︑﹁
幕
府
初
開
︑
群
公
辟
命
︑
求
英
奇
於
仄
陋
︑
采
賢
俊
於
巖
⽳
︒

君
吳
楚
之
⼠
︑
亡
國
之
餘
︑
有
何
異
才
︑
⽽
應
斯
舉
？
﹂
蔡
答
⽈
︑﹁
夜
光
之
珠
︑
不
必
出
於
孟
津
之
河
︒
盈
握
之
璧
︑
不
必

采
於
崑
崙
之
⼭
︒
⼤
禹
⽣
於
東
夷
︑
⽂
王
⽣
於
⻄
羌
︑
聖
賢
所
出
︑
何
必
常
處
︒
昔
武
王
伐
紂
︑
遷
頑
⺠
於
洛
⾢
︑
得
無
諸
君

是
其
苗
裔
乎
︒
﹂﹂
と
あ
る
︒ 

︵
30
︶
 

吳
承
學
﹃﹁
策
問
與
對
策
﹂︵﹃
中
國
古
代
⽂
體
形
態
硏
究
﹄
第
三
章
︑
北
京
⼤
學
出
版
社
︑
⼆
〇
⼀
三
年
︶
を
參
照
︒
過
去

六
朝
の
策
問
に
つ
い
て
︑
主
に
⽂
選
に
修
め
ら
れ
て
い
る
王
融
﹁
策
秀
才
⽂
﹂
に
集
中
し
て
い
る
︒
吳
⽒
以
外
に
︑
例
え
ば
︑

閻
歩
克
﹁
南
朝
秀
才
策
題
中
之
法
家
論
調
考
析
﹂︵﹃
北
京
⼤
學
學
報
﹄︑
⼀
九
九
七
年
第
⼆
期
︶︑
林
曉
光
﹁
永
明
政
治
中
的
王

融
⽂
學
﹂︵﹃
王
融
與
永
明
時
代̶

̶

南
朝
貴
族
及
貴
族
⽂
學
的
個
案
硏
究
﹄
第
⼋
章
︑
上
海
古
籍
出
版
社
︑
⼆
〇
⼀
四
年
︶
を

參
照
︒
陸
機
の
策
問
は
あ
ま
り
注
⽬
さ
れ
て
い
な
い
︒ 

︵
31
︶ 

﹃
晉
書
﹄
本
傳
に
紀
瞻
對
策
に
﹁
興
隆
之
政
務
在
得
賢
︑
清
平
之
化
急
於
拔
才
︑
故
⼆
⼋
登
庸
︑
則
百
揆
序
︑
有
亂
⼗
⼈
⽽

天
下
泰
﹂
と
あ
る
︒ 

︵
32
︶ 

例
え
ば
︑﹃
晉
書
﹄
卷
四
⼗
⼆
王
渾
傳
に
︑
王
渾
は
晉
惠
帝
に
地
⽅
官
員
を
稽
考
に
つ
い
て
︑﹁
可
令
中
書
指
宣
明
詔
︑
問
⽅

⼟
異
同
︑
賢
才
秀
異
︑
⾵
俗
好
尚
︑
農
桑
本
務
︑
刑
獄
得
無
冤
濫
︑
守
⻑
得
無
侵
虐
︒﹂
と
說
い
て
お
り
︑
こ
こ
の
賢
才
秀
異

は
即
ち
地
⽅
官
の
郡
守
よ
り
推
舉
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
話
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
晉
書
﹄
卷
五
⼗
七
⾺
隆
傳
に
晉
武
帝
泰
始
年

間
に
︑
⼈
才
察
舉
の
詔
を
下
り
て
︑﹁
吳
會
未
平
︑
宜
得
猛
⼠
以
濟
武
功
︒
雖
舊
有
薦
舉
之
法
︑
未
⾜
以
盡
殊
才
︒
其
普
告
州

郡
︑
有
壯
勇
秀
異
才
⼒
傑
出
者
︑
皆
以
名
聞
︑
將
簡
其
尤
異
︑
擢
⽽
⽤
之
︒
茍
有
其
⼈
︑
勿
限
所
取
﹂
と
あ
る
︒ 

︵
33
︶ 

福
原
啓
郎
﹁
⻄
晉
に
お
け
る
國
⼦
學
の
創
⽴
に
關
す
る
考
察
﹂︑﹁
晉
闢
雍
碑
に
關
す
る
考
察
﹂︵﹃
魏
晉
政
治
社
會
硏
究
﹄︑

京
都
⼤
學
學
術
出
版
會
︑
⼆
〇
⼀
⼆
年
所
收
︶
を
參
照
︒ 

︵
34
︶ 

﹃
太
平
御
覽
﹄
卷
⼆
百
五
⼗
三
職
官
部
に
收
錄
︒
原
⽂
は
︑﹁
伏
⾒
司
徒
下
議
⼤
夫
張
暢
︑
除
當
爲
豫
章
內
史
丞
︒
暢
才
思

清
敏
︑
志
節
貞
礪
︑
秉
⼼
⽴
操
︑
早
有
名
譽
︒
其
年
時
舊
⽐
︑
多
歷
郡
守
︑
惟
暢
陵
遲
︑
⽩
⾸
末
⿒
⽽
佐
下
藩
︑
遂
蹈
碎
濁
︒

於
暢
名
實
居
之
爲
劇
︒
前
後
未
始
有
此
︒
愚
以
爲
宜
解
舉
︑
試
以
進
縣
︒
詔
︑
暢
既
爲
是
⼈
所
稱
︑
便
差
代
︒﹂
と
あ
る
︒ 

︵
35
︶ 

﹃
世
說
新
語
﹄
⾃
新
篇
に
劉
孝
標
注
引
虞
預
﹃
晉
書
﹄
の
本
⽂
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
︒﹁
蓋
聞
繁
弱
登
御
︑
然
後
⾼
墉
之

功
顯
︑
孤
⽵
在
肆
︑
然
後
降
神
之
曲
成
︒
伏
⾒
處
⼠
戴
淵
砥
節
⽴
⾏
︑
有
井
渫
之
潔
也
︒
若
得
寄
跡
康
衢
︑
必
能
結
軌
驥
錄
︑
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耀
質
廊
廟
︒
必
能
垂
光
瑜
璠
︒
夫
枯
岸
之
⺠
︑
果
於
輸
珠
︒
潤
⼭
之
客
︑
列
於
貢
⽟
︑
蓋
明
暗
呈
形
︑
則
庸
識
所
甄
也
︒
﹂ 
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結
論
 
 

陸
機
と
⻄
晉
元
康
時
代 

  

筆
者
は
⽂
學
作
品
を
讀
む
際
に
︑
作
者
が
ど
の
よ
う
な
動
機
で
そ
の
作
品
を
執
筆
し
た
の
か
︑
執
筆
す
る
際
に
︑
作
者
は
理
想
的
な

讀
者
と
し
て
誰
を
想
定
し
て
い
る
の
か
︑そ
の
作
品
は
作
者
が
⽣
き
た
時
代
に
い
か
に
反
響
を
得
た
の
か
︑ま
た
︑そ
の
作
品
は
誰
に
︑

い
か
な
る
形
で
讀
ま
れ
る
の
か
︑
な
ど
と
い
�
た
疑
問
を
常
に
念
頭
に
お
い
て
い
る
︒
陸
機
の
作
品
を
讀
む
と
き
に
︑
こ
う
し
た
疑
問

は
さ
ら
に
強
く
な
�
て
く
る
︒
こ
の
答
え
を
探
求
し
︑
發
想
す
る
こ
と
が
本
論
⽂
各
章
の
執
筆
動
機
で
あ
る
︒
本
論
⽂
は
﹃
⽂
選
﹄
後

半
に
收
め
る
陸
機
の
作
品
﹁
弔
魏
武
帝
⽂
﹂︑﹁
漢
⾼
祖
功
⾂
頌
﹂︑﹁
演
連
珠
﹂
及
び
陸
機
の
晉
書
斷
限
を
硏
究
對
象
と
し
て
い
る
︒
こ

れ
ら
の
作
品
に
つ
い
て
は
︑
資
料
に
限
界
が
あ
り
︑
創
作
背
景
は
ほ
と
ん
ど
不
明
で
あ
る
︒
本
論
⽂
は
こ
れ
ら
の
作
品
の
執
筆
動
機
︑

讀
ま
れ
た
讀
者
の
範
圍
︑
及
び
そ
の
作
品
の
︑
陸
機
の
⽣
涯
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
で
き
る
限
り
探
求
し
て
い
�
た
︒ 

本
論
⽂
の
タ
イ
ト
ル
は
﹁
史
傳
體
⽂
學
硏
究
﹂
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
歷
史
傳
記
︑
碑
誌
狀
傳
な
ど
⼈
物
像
を
丹
念
に
描
寫
す
る
⼀
般

的
な
概
念
の
史
傳
體
で
は
な
く
︑
歷
史
と
關
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
⽂
學
の
意
味
で
あ
る
︒
⼆
⼗
世
紀
以
降
︑
漢
魏
六
朝
⽂
學
硏
究
に
お
い

て
︑
陳
寅
恪
を
端
緒
と
し
て
︑
⽂
學
と
史
學
を
合
わ
せ
て
考
察
を
⾏
う
硏
究
は
少
な
く
な
い
︒
近
年
で
は
︑
⽂
學
と
史
學
と
の
關
係
に

つ
い
て
の
議
論
も
多
く
⾒
ら
れ
る
よ
う
に
な
�
た
︵
１
︶︒
先
⾏
硏
究
で
既
に
⾔
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
漢
晉
時
期
の
知
識
⼈
に
と
�

て
は
︑
史
も
⽂
の
範
疇
に
含
ま
れ
て
い
た
︒
班
固
は
︑﹃
漢
書
﹄
卷
五
⼗
⼋
公
孫
弘
・
⼘
式
・
兒
寬
傳
で
前
漢
の
⼈
材
を
舉
げ
て
﹁
⽂
章

は
則
ち
司
⾺
遷
︑
相
如
な
り
︵
⽂
章
則
司
⾺
遷
︑
相
如
︶﹂
と
述
べ
︑﹃
史
記
﹄
の
著
者
司
⾺
遷
を
⽂
章
の
代
表
者
と
し
た
︒
ま
た
︑
曹

丕
﹁
典
論
論
⽂
﹂
に
﹁
⻄
伯
は
幽
せ
ら
れ
て
易
を
演
べ
︑
周
旦
は
顯
れ
て
禮
を
製
す
︵
⻄
伯
幽
⽽
演
易
︑
周
旦
顯
⽽
製
禮
︶﹂
と
あ
る
よ

う
に
︑
易
︑
禮
な
ど
經
書
も
ま
た
⽂
章
な
の
で
あ
る
︒
要
す
る
の
に
⽂
章
は
﹁
論
著
﹂
の
こ
と
で
あ
る
︒
ま
た
︑
歷
史
書
以
外
に
︑
史

學
と
⽂
學
の
交
わ
り
も
あ
る
︒
本
論
⽂
が
對
象
と
し
た
﹁
晉
書
限
斷
論
﹂︑﹁
弔
魏
武
帝
⽂
﹂︑﹁
漢
⾼
祖
功
⾂
頌
﹂︑﹁
演
連
珠
﹂
な
ど
歷

史
に
關
わ
る
⽂
章
は
︑
歷
史
的
な
視
點
か
ら
當
時
の
⽂
學
を
考
察
す
る
た
め
の
良
い
材
料
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
れ
ら
の
作
品
に
つ
い
て
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考
察
す
る
こ
と
に
よ
�
て
︑
當
時
の
史
學
と
⽂
學
と
の
交
わ
り
に
つ
い
て
さ
ら
に
新
た
な
側
⾯
を
知
る
こ
と
も
で
き
る
と
思
う
︒ 

本
論
⽂
第
⼀
章
は
⻄
晉
の
國
史
編
纂
に
當
�
て
⽣
じ
る
︑
⻄
晉
の
起
元
に
つ
い
て
議
論
を
分
析
し
た
︒
陸
機
は
⼆
回
⽬
の
議
論
に
參

加
し
て
︑
そ
し
て
⾃
分
の
意
⾒
を
提
出
し
て
い
る
︒
最
終
的
に
實
⾏
さ
れ
な
か
�
た
が
︑
陸
機
の
主
張
に
よ
�
て
︑
陸
機
の
⼼
の
中
の

葛
藤
を
讀
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒
私
は
︑
そ
れ
ら
幾
つ
か
の
主
張
の
根
據
の
⼀
つ
と
し
て
︑
各
主
張
者
の
所
屬
す
る
家
系
・
家
柄
︑

そ
し
て
祖
先
の
功
績
の
顯
彰
と
い
う
視
點
を
新
た
に
提
出
し
た
︒ 

第
⼆
章
は
︑
陸
機
の
名
⽂
﹁
弔
魏
武
帝
⽂
﹂
を
硏
究
の
對
象
と
し
て
い
る
︒
こ
の
⽂
章
は
名
⽂
で
あ
る
が
︑
多
く
の
先
⾏
硏
究
で
は
︑

陸
機
の
曹
操
に
對
す
る
態
度
を
完
全
に
異
な
る
⽅
向
で
理
解
し
て
い
る
︒
筆
者
は
こ
の
弔
⽂
を
細
か
く
讀
ん
で
︑
こ
の
弔
⽂
に
は
確
か

に
褒
貶
兩
⽅
で
曹
操
を
描
い
て
い
る
と
判
斷
し
た
︒
次
に
弔
⽂
と
い
う
ジ
%
ン
ル
の
書
き
⽅
の
傳
統
か
ら
考
え
る
と
︑
弔
⽂
と
い
う
ジ

%
ン
ル
は
そ
も
そ
も
當
世
の
⼈
を
弔
う
わ
け
で
は
な
く
︑
古
の
⼈
を
弔
う
も
の
で
あ
る
の
で
︑
感
傷
︑
痛
感
を
表
現
す
る
た
め
に
︑
必

ず
貶
め
る
よ
う
に
書
く
部
分
が
あ
る
の
で
あ
る
が
︑
そ
れ
以
上
に
陸
機
が
曹
操
に
強
く
共
感
を
持
�
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
彼
は
武
將

と
し
て
の
曹
操
だ
け
で
な
く
︑
そ
の
家
族
や
仕
⼈
︵
妓
⼥
︶
に
も
細
や
か
な
⼼
遣
い
を
殘
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
陸
機
は
﹁
短
歌
⾏
﹂

を
は
じ
め
と
す
る
曹
操
の
樂
府
に
も
模
擬
作
品
を
殘
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒ 

第
三
章
は
︑
⽂
體
の
視
點
か
ら
﹁
漢
⾼
祖
功
⾂
頌
﹂
を
検
討
し
て
い
る
︒
そ
の
結
果
︑﹁
漢
⾼
祖
功
⾂
頌
﹂
は
當
時
の
⼀
般
的
な
像
贊

な
ど
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
︑
劉
向
﹁
列
⼥
傳
頌
﹂
の
よ
う
に
歷
史
書
の
述
贊
の
⼀
類
に
屬
す
る
と
結
論
に
⾄
�
た
︒
こ
の
類
の
頌

は
最
初
宮
廷
の
教
育
に
使
わ
れ
た
︒
陸
機
の
﹁
漢
⾼
祖
功
⾂
頌
﹂
は
論
旨
︑
語
彙
な
ど
忠
實
に
班
固
﹃
漢
書
﹄
の
該
當
部
分
を
踏
襲
す

る
︒
ま
た
︑
そ
の
全
體
的
な
趣
旨
は
帝
王
學
に
常
に
講
じ
ら
れ
て
い
る
⼈
材
の
登
⽤
に
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
陸
機
の
家
族
内
部
に
﹃
漢
書
﹄

の
師
法
が
あ
り
︑
ま
た
︑
魏
晉
期
に
皇
太
⼦
に
﹃
漢
書
﹄
な
ど
史
書
を
傳
授
す
る
習
慣
が
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
要
素
を
加
え
て
考
え
れ
ば
︑

﹁
漢
⾼
祖
功
⾂
頌
﹂
の
執
筆
は
陸
機
が
太
⼦
洗
⾺
と
し
て
仕
え
て
い
た
皇
太
⼦
司
⾺
遹
に
﹃
漢
書
﹄
を
傳
授
す
る
た
め
に
作
�
た
も
の

で
あ
る
可
能
性
が
⾼
い
︒ 

第
四
章
は
陸
機
の
﹁
演
連
珠
﹂
を
對
象
と
し
て
い
る
︒﹁
演
連
珠
﹂
は
五
⼗
⾸
あ
り
︑
全
體
的
に
統
⼀
的
な
趣
旨
が
な
い
︒
し
か
し
︑

數
量
的
な
傾
向
を
分
析
し
て
ゆ
く
と
︑
⼈
材
の
選
抜
や
出
仕
な
ど
に
關
わ
る
も
の
が
最
も
多
い
︒
こ
の
趣
旨
も
連
珠
と
い
う
⽂
體
の
傳

統
的
な
主
題
で
あ
る
︒
連
珠
⽂
は
短
い
⽂
書
で
相
⼿
を
感
動
し
て
悟
ら
せ
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
︑
故
に
常
に
歷
史
典
故
を
借
り
て
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⽐
喩
し
て
論
旨
を
述
べ
て
い
る
︒
陸
機
の
﹁
演
連
珠
﹂
の
歷
史
的
典
故
は
主
に
北
⽅
に
發
⽣
し
た
物
語
で
あ
り
︑
そ
し
て
︑
儒
家
に
關

連
す
る
例
が
多
い
︒
讀
者
の
視
點
か
ら
考
え
れ
ば
︑
⻄
晉
に
⼊
�
て
︑
中
原
⼠
族
に
認
め
ら
れ
る
た
め
に
意
識
的
に
⾏
な
�
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
元
康
時
期
の
重
要
な
秀
才
を
策
問
す
る
試
驗
に
︑
陸
機
は
⼤
⾂
の
依
囑
に
よ
�
て
策
問
の
試
驗
官
を
務
め
て
い

る
︒
そ
の
策
問
の
對
象
は
同
じ
吳
國
出
⾝
の
紀
瞻
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
⾒
れ
ば
︑
陸
機
は
⼈
材
推
薦
の
⽅
⾯
に
深
く
當
局
の
信
賴

を
得
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
は
彼
の
﹁
演
連
珠
﹂﹁
漢
⾼
祖
功
⾂
頌
﹂
な
ど
作
品
の
執
筆
に
共
通
し
て
⾔
え
る
こ
と
で
あ
る
︒ 

本
論
⽂
に
選
ん
だ
四
つ
の
作
品
は
全
て
⻄
晉
惠
帝
朝
元
康
時
期
に
創
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒﹃
晉
書
﹄
に
お
け
る
陸
機
の
本
傳
の
元

康
時
期
の
記
載
を
⾒
れ
ば
︑
家
柄
の
問
題
に
⾼
い
プ
ラ
イ
ド
を
持
つ
⽥
舎
か
ら
き
た
異
邦
⼈
の
よ
う
な
⼈
物
像
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
實

際
に
こ
の
當
時
に
創
作
さ
れ
た
陸
機
の
作
品
を
よ
く
味
わ
え
ば
︑
か
な
り
教
養
が
⾼
く
︑
柔
軟
性
を
持
つ
⼈
物
像
が
浮
か
び
上
が
る
︒

陸
機
の
⽣
涯
か
ら
⾒
れ
ば
︑
元
康
時
代
は
恐
ら
く
彼
に
と
�
て
最
も
安
定
し
た
時
期
だ
と
⾔
え
る
︒ 

 
そ
も
そ
も
晉
惠
帝
司
⾺
衷
の
治
世
は
︑
永
熙
元
年
︵
⼆
九
〇
︶
か
ら
光
熙
元
年
︵
三
〇
六
︶
年
ま
で
︑
計
⼗
六
年
間
で
あ
る
︒
通
常
︑

永
寧
元
年
︵
三
〇
〇
︶
を
境
と
し
て
︑
前
期
と
後
期
に
分
け
ら
れ
て
い
る
︒ 

元
熙
元
年
四
⽉
︑
晉
武
帝
司
⾺
炎
が
崩
御
し
た
︒
惠
帝
司
⾺
衷
が
即
位
し
て
︑
年
號
を
永
熙
に
改
元
し
た
︒
し
か
し
︑
暗
愚
と
さ
れ

た
晉
惠
帝
の
即
位
當
初
︑
そ
の
政
權
は
宰
相
の
楊
駿
の
⼿
に
握
ら
れ
て
い
た
︒
楊
駿
は
楊
太
后
︵
楊
芷
︶
の
⽗
親
で
あ
り
︑
晉
武
帝
司

⾺
炎
が
臨
終
の
際
に
輔
政
の
任
を
託
し
た
⼈
物
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
晉
武
帝
は
楊
駿
と
太
尉
・
汝
南
王
司
⾺
亮
の
⼆
⼈
に
輔
政
の
任
を

託
そ
う
と
思
�
て
い
た
︒
し
か
し
︑
楊
駿
は
司
⾺
亮
を
朝
廷
か
ら
排
除
し
︑
許
昌
に
出
鎮
さ
せ
て
︑
政
權
を
獨
占
し
た
︒
翌
年
正
⽉
︑

晉
惠
帝
は
年
號
を
永
熙
か
ら
永
寧
に
變
更
し
︑
三
⽉
に
洛
陽
城
内
で
ク
Ñ
デ
タ
Ñ
が
起
き
た
︒
い
わ
ゆ
る
⼋
王
の
亂
の
勃
發
で
あ
る
︒

永
平
元
年
三
⽉
︑
賈
皇
后
︵
賈
南
⾵
︶
は
汝
南
王
司
⾺
亮
と
楚
王
司
⾺
瑋
を
地
⽅
か
ら
朝
廷
に
招
い
て
ク
Ñ
デ
タ
Ñ
を
發
動
し
て
︑
楊

⽒
⼀
族
を
誅
滅
し
た
︒
幾
何
も
な
く
︑
賈
皇
后
は
再
び
汝
南
王
司
⾺
亮
と
楚
王
司
⾺
瑋
を
誅
殺
し
て
︑
權
⼒
を
獨
占
し
た
︒
さ
ら
に
︑

年
號
も
永
寧
か
ら
元
康
に
改
め
た
︒ 

惠
帝
朝
前
期
の
政
治
動
向
に
つ
い
て
は
︑岡
崎
⽂
夫
以
來
︑多
く
の
先
⾏
硏
究
が
あ
る
︒特
に
晉
惠
帝
司
⾺
衷
が
即
位
し
た
直
後
に
︑

皇
后
賈
南
⾵
が
太
傅
楊
駿
⼀
族
に
發
動
し
た
ク
Ñ
デ
タ
Ñ
は
︑
廣
義
の
⼋
王
の
亂
の
始
ま
り
と
し
て
多
く
硏
究
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で

あ
る
︵
２
︶︒
元
康
時
代
は
︑
晉
惠
帝
の
治
世
の
ほ
ぼ
前
期
を
占
め
て
い
た
︒
こ
の
元
康
時
期
は
晉
惠
帝
司
⾺
衷
︑
な
い
し
⻄
晉
時
代
に
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と
�
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
�
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒ 

永
寧
元
年
に
發
⽣
し
た
ク
Ñ
デ
タ
Ñ
の
種
は
︑
す
で
に
武
帝
司
⾺
炎
の
時
代
に
蒔
か
れ
て
い
た
︒
周
知
の
通
り
︑
司
⾺
炎
は
⻄
晉
の

開
國
の
皇
帝
で
あ
る
が
︑
そ
の
基
礎
を
築
い
た
の
は
︑
司
⾺
懿
・
司
⾺
師
・
司
⾺
昭
で
あ
る
︒
司
⾺
炎
が
ま
だ
晉
國
の
太
⼦
で
は
な
か

�
た
時
期
︑
す
で
に
司
⾺
昭
の
後
繼
問
題
で
︑
弟
司
⾺
攸
に
脅
か
さ
れ
て
い
た
︒
魏
晉
⾰
命
を
圖
ら
ん
と
す
る
司
⾺
昭
の
急
死
に
よ
�

て
魏
の
禪
讓
を
受
け
た
司
⾺
炎
は
︑
⽣
涯
そ
の
正
統
性
に
苦
し
ん
だ
︒
安
⽥
⼆
郎
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
魏
晉
⾰
命
以
後
︑
朝
廷
内
の

勢
⼒
が
主
に
司
⾺
⽒
の
宗
室
と
舊
功
⾂
に
占
據
せ
ら
れ
︑
司
⾺
炎
⾃
⾝
の
腹
⼼
は
少
な
か
�
た
︒
故
に
︑
司
⾺
炎
は
⼤
い
に
後
宮
に
宮

⼈
を
⼊
れ
さ
せ
︑
外
戚
の
勢
⼒
を
養
成
し
た
︵
３
︶︒
そ
し
て
︑
吳
の
滅
亡
に
よ
�
て
︑
よ
う
や
く
司
⾺
炎
⾃
⾝
の
功
績
が
認
め
ら
れ
︑

正
統
性
が
確
認
で
き
た
︒
し
か
し
︑
皇
太
⼦
の
司
⾺
衷
は
愚
昧
な
た
め
︑
朝
廷
内
に
は
再
び
⿑
王
司
⾺
攸
が
王
位
を
繼
承
す
べ
き
だ
と

の
輿
論
が
紛
々
と
起
こ
�
て
い
た
︒
宗
室
・
舊
功
⾂
︑
更
に
司
⾺
炎
の
腹
⼼
も
殆
ど
が
司
⾺
攸
を
⽀
持
し
︑
遂
に
太
康
三
年
の
﹁
⿑
王

攸
歸
藩
事
件
﹂
が
起
�
た
︒
結
局
︑
こ
の
事
件
は
⿑
王
攸
の
暴
死
に
よ
り
濟
ま
さ
れ
た
︒
こ
の
事
件
以
降
︑
宗
室
︑
そ
し
て
⼠
⼈
か
ら

な
る
功
⾂
た
ち
は
︑
武
帝
の
信
⽤
を
失
�
た
︒
逆
に
楊
駿
⼀
⼈
だ
け
が
武
帝
朝
の
後
期
︑
際
⽴
つ
存
在
に
な
�
た
の
で
あ
る
︒ 

晉
武
帝
は
︑
晩
年
︑
⾃
分
の
⼦
孫
た
ち
を
肝
要
な
地
の
藩
王
に
奉
じ
︑
ま
た
︑
汝
南
王
司
⾺
亮
と
楊
駿
の
⼆
⼈
に
輔
政
の
任
に
命
じ

よ
う
と
し
た
︒
し
か
し
︑
意
識
朦
朧
と
な
�
た
臨
終
の
間
際
︑
楊
駿
に
遺
詔
を
改
竄
さ
れ
て
し
ま
�
た
︒
そ
の
た
め
︑
晉
惠
帝
初
期
︑

楊
駿
獨
裁
の
形
勢
が
形
成
さ
れ
た
︒
楊
駿
⼀
族
は
弘
農
楊
⽒
の
出
⾝
で
あ
る
も
の
の
︑﹁
⿑
王
攸
歸
藩
事
件
﹂
に
よ
�
て
朝
廷
内
で
ほ
と

ん
ど
⼈
望
が
な
く
な
�
た
︒
彼
が
主
導
す
る
政
治
に
よ
り
︑
宗
室
も
勢
族
も
み
な
權
⼒
の
中
枢
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
�
た
︒
陳

寅
恪
の
硏
究
に
よ
れ
ば
︑
關
中
⽒
族
で
あ
る
楊
駿
は
︑
結
果
的
に
や
む
を
え
ず
︑
廣
く
爵
位
を
封
じ
︑
吳
蜀
の
⼠
⼈
を
も
招
任
す
る
な

ど
の
施
策
を
⾏
な
�
た
︵
４
︶︒
陸
機
も
︑
こ
の
機
に
乘
じ
︑
楊
駿
の
招
き
に
應
じ
上
洛
し
た
︒
⼀
⽅
︑
皇
后
の
賈
南
⾵
が
屬
す
る
賈
⽒

⼀
族
は
︑
舊
功
⾂
か
つ
外
戚
で
あ
る
︒
彼
⼥
は
宗
室
中
⼀
番
の
年
⻑
者
で
あ
る
汝
南
王
司
⾺
亮
と
︑
司
⾺
衷
の
賢
明
な
弟
で
楚
王
の
司

⾺
瑋
と
連
合
し
て
ク
Ñ
デ
タ
Ñ
を
起
こ
し
︑
楊
⽒
の
統
治
を
轉
覆
す
る
こ
と
を
得
た
︒ 

 
賈
皇
后
は
み
ず
か
ら
政
權
を
掌
握
す
る
た
め
︑
す
ぐ
に
︑
汝
南
王
司
⾺
亮
と
楚
王
司
⾺
瑋
を
相
次
い
で
誅
殺
し
た
︒
そ
の
後
︑
年
號

は
元
康
に
變
え
ら
れ
︑
正
式
に
賈
皇
后
が
政
を
担
う
元
康
の
時
代
に
⼊
�
た
︒ 

唐
太
宗
御
纂
の
﹃
晉
書
﹄
は
︑
賈
皇
后
を
﹁
妒
忌
多
權
詐
﹂・﹁
性
酷
虐
﹂・﹁
暴
戾
凶
暴
︑
荒
淫
放
恣
﹂
な
ど
批
判
的
な
⾔
葉
で
形
容
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し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
清
⽔
凱
夫
は
︑﹃
晉
書
﹄
は
そ
の
意
圖
的
編
纂
が
⾏
わ
れ
た
部
分
が
あ
る
と
指
摘
す
る
︵
５
︶︒﹃
晉
書
﹄
卷
三
⼗

⼀
惠
賈
后
傳
は
本
當
に
史
實
な
の
か
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
︒
⾼
橋
和
⺒
は
賈
后
の
乳
⺟
徐
義
の
墓
誌
銘
に
從
�
て
︑
賈
后
の
歷
史
像

を
探
究
し
て
い
る
︵
６
︶︒
こ
の
元
康
時
代
は
︑
⻄
晉
の
中
で
も
珍
し
く
平
和
な
時
期
で
あ
る
︒
そ
の
原
因
の
⼀
つ
に
︑
張
華
に
政
務
を

任
せ
た
こ
と
が
あ
る︵
７
︶︒仇
⿅
鳴
が
指
摘
し
た
よ
う
に
︑賈
后
⼀
族
は
⻄
晉
建
國
の
舊
功
⾂
か
つ
外
戚
で
あ
る
が
︑男
⼦
は
少
な
い
︒

朝
廷
で
應
援
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
︒
故
に
賈
后
は
︑
寒
族
の
出
⾝
で
あ
る
張
華
を
信
賴
し
た
︒
張
華
も
舊
蜀
國
と
吳
國
の
⼠
⼈
を
多

く
抜
擢
し
た
︒
陸
機
も
そ
の
⼀
⼈
で
あ
る
︒
賈
后
の
も
う
⼀
つ
の
⼿
段
は
︑
⽥
中
⼀
輝
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
外
戚
や
宦
官
を
通
じ
て

輿
論
を
窺
う
こ
と
で
あ
る
︵
８
︶︒ 

な
お
︑
當
時
︑
宗
室
も
地
⽅
と
朝
廷
で
⾼
位
に
⽴
て
ら
れ
て
い
る
︒
外
戚
は
︑
功
⾂
・
宗
室
と
の
間
に
平
衡
を
と
�
て
い
た
︒
そ
れ

ゆ
え
︑
元
康
年
間
の
朝
廷
は
安
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
惠
帝
は
愚
昧
で
あ
�
た
が
︑
皇
太
⼦
の
司
⾺
遹
︵
愍
懷
太
⼦
︶
は
⾮

常
に
賢
く
︑
⼈
望
を
得
た
⼈
物
で
あ
る
︒
彼
の
存
在
も
朝
廷
の
安
定
に
對
し
て
⾮
常
に
重
要
で
あ
�
た
︵
９
︶︒
し
か
し
︑
こ
の
安
定
し

た
環
境
は
︑
元
康
末
期
に
打
壊
さ
れ
た
︒
賈
后
の
⺟
郭
槐
が
存
命
の
間
は
︑
皇
太
⼦
司
⾺
遹
を
⼿
厚
く
遇
し
て
い
た
が
︑
郭
槐
が
元
康

六
年
に
歿
す
る
と
︑
皇
太
⼦
司
⾺
遹
と
︑
賈
后
︑
賈
后
の
甥
賈
謐
と
の
關
係
が
惡
化
し
始
め
た
︒
つ
い
に
︑
元
康
九
年
︑
賈
后
は
陰
謀

に
よ
り
司
⾺
遹
の
太
⼦
繼
承
權
を
剝
脫
し
た
︒
翌
年
三
⽉
︑
司
⾺
遹
は
許
昌
で
殺
害
さ
れ
︑
惠
帝
の
繼
承
者
は
い
な
く
な
�
て
し
ま
�

た
︵
10
︶︒
そ
の
後
︑
⼋
王
の
亂
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒ 

  

⼆
回
の
⼋
王
の
亂
の
中
に
挾
ま
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
元
康
時
代
で
あ
る
︒
暗
黑
な
の
か
︑
安
定
な
の
か
︒
そ
の
論
争
は
將
來
も
續
く

で
あ
ろ
う
︒
要
す
る
に
︑
こ
の
時
期
に
つ
い
て
の
歷
史
資
料
は
少
な
い
︒
⽂
⼈
た
ち
の
活
躍
し
た
姿
は
往
々
に
し
て
殘
�
て
い
な
い
︒

特
に
陸
機
は
こ
の
よ
う
な
狀
況
に
あ
る
︒﹃
晉
書
﹄
陸
機
本
傳
を
⾒
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
︑
⼩
說
の
中
か
ら
と
�
た
王
濟
や
盧
志
な
ど
中

原
の
⼠
⼈
と
争
�
た
エ
ピ
ソ
Ñ
ド
以
外
に
︑
た
だ
官
職
だ
け
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
太
⼦
洗
⾺
以
降
の
仕
宦
經
歷
を
補
充
說
明
し

よ
う
と
思
う
︒ 

 
陸
機
は
︑
太
⼦
洗
⾺
を
⽪
切
り
に
⻄
晉
惠
帝
朝
の
仕
宦
を
始
め
た
︒
元
康
四
年
秋
︑
陸
機
は
吳
王
郎
中
令
と
な
�
て
吳
に
歸
り
︑
翌

年
三
⽉
に
洛
陽
へ
戾
�
て
︑
元
康
六
年
に
尚
書
中
兵
郎
に
遷
�
た
︵
11
︶︒
こ
の
年
の
冬
︑
陸
機
は
休
み
を
取
ろ
う
と
し
た
が
︑
羌
亂

で
歸
る
こ
と
が
で
き
な
か
�
た
︵
12
︶︒
前
の
太
⼦
洗
⾺
の
職
は
東
宮
職
で
あ
り
︑
尚
書
中
兵
郎
は
︑
皇
帝
の
近
く
に
仕
え
て
い
た
よ
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う
で
あ
る
︒
故
に
︑
陸
機
は
﹁
謝
平
原
內
史
表
﹂
で
﹁
⾝
登
三
閣
︑
官
成
兩
宮
﹂
と
語
�
た
の
で
あ
る
︒ 

元
康
七
年
の
頃
︑
陸
機
は
⽂
才
に
よ
り
︑
尚
書
中
兵
郎
か
ら
尚
書
殿
中
郎
に
移
�
た
︵
13
︶︒
尚
書
殿
中
郎
は
︑
尚
書
郎
中
筆
頭
で

あ
る
︒
翌
元
康
⼋
年
︑
陸
機
は
更
に
⽂
才
が
優
れ
る
た
め
︑
著
作
郎
に
移
�
た
︵
14
︶︒
こ
れ
か
ら
︑
陸
機
は
惠
帝
起
居
注
を
執
筆
す

る
の
み
な
ら
ず
︑
⻄
晉
の
國
史
編
纂
に
も
携
わ
�
た
︒
そ
の
⽂
才
と
史
才
を
發
揮
し
た
の
で
あ
る
︒ 

永
康
元
年
︵
三
〇
〇
︶
四
⽉
︑
趙
王
司
⾺
倫
が
政
變
を
發
動
し
て
︑
賈
后
⼀
族
を
逮
捕
し
︑
張
華
︑
裴
頠
︑
杜
斌
ら
の
⼤
⾂
を
處
刑

し
た
︒
ク
Ñ
デ
タ
Ñ
の
後
︑
趙
王
司
⾺
倫
が
丞
相
と
な
り
︑
陸
機
を
丞
相
參
軍
と
し
︑
さ
ら
に
同
年
︑
中
書
郎
に
任
じ
た
︵
15
︶︒
故

に
︑
陸
機
が
﹁
謝
平
原
內
史
表
﹂
で
﹁
朝
に
⼊
り
て
九
載
︑
官
を
歷
る
こ
と
有
六
︑
⾝
は
三
閣
に
登
り
︑
官
は
兩
宮
に
成
る
︒︵
⼊
朝
九

載
︑
歷
官
有
六
︑
官
成
兩
宮
︶﹂
と
語
る
の
は
︑
元
康
元
年
に
太
⼦
洗
⾺
に
仕
え
て
か
ら
︑
永
康
元
年
末
中
書
侍
郎
に
な
る
ま
で
の
經
歷

で
あ
る
︒ 

翌
永
康
⼆
年
正
⽉
︑
趙
王
司
⾺
倫
は
︑
惠
帝
を
廃
し
皇
位
を
簒
奪
し
た
︒
僅
か
三
<
⽉
後
︑
⿑
王
司
⾺
冏
・
成
都
王
司
⾺
穎
・
河
間

王
司
⾺
顒
の
連
合
軍
︵
い
わ
ゆ
る
﹁
三
王
起
義
﹂︶
が
洛
陽
に
⼊
り
︑
晉
惠
帝
を
復
位
さ
せ
︑
司
⾺
倫
に
賜
死
し
た
︒
司
⾺
倫
が
篡
位
し

た
際
︑
⿑
王
冏
に
陸
機
は
九
錫
⽂
と
禪
讓
詔
を
作
成
し
た
疑
い
を
か
け
ら
れ
逮
捕
さ
れ
た
︒
幸
い
成
都
王
司
⾺
穎
と
吳
王
司
⾺
晏
の
⼒

添
え
で
救
わ
れ
︑
釋
放
さ
れ
た
が
︑
散
官
に
除
さ
れ
た
︒
陸
機
が
免
官
さ
れ
た
時
期
は
確
定
で
き
な
い
︒
そ
の
後
︑
成
都
王
司
⾺
穎
の

⼤
將
軍
司
⾺
︑參
軍
と
な
り
︑永
寧
⼆
年︵
三
〇
⼆
︶︑太
安
⼆
年︵
三
〇
三
︶更
に
成
都
王
穎
に
よ
り
平
原
内
史
に
推
表
さ
れ
た︵
16
︶︒ 

太
安
⼆
年
⼋
⽉
︑
成
都
王
司
⾺
穎
は
河
間
王
司
⾺
顒
と
連
合
し
て
︑
洛
陽
に
い
る
⻑
沙
王
司
⾺
乂
の
討
伐
を
⾏
�
た
︒
成
都
王
司
⾺

穎
は
︑
陸
機
を
前
將
軍
前
鋒
都
督
と
し
︑
⼆
⼗
餘
萬
⼈
の
軍
勢
を
率
い
て
朝
歌
か
ら
進
軍
さ
せ
た
︒
陸
機
軍
は
し
ば
し
ば
敗
北
し
︑
⼗

⽉
戊
申
︵
⼋
⽇
︶︑
洛
陽
城
東
の
建
春
⾨
の
あ
た
り
で
司
⾺
乂
に
⼤
敗
し
︑
成
都
王
司
⾺
穎
の
信
賴
す
る
宦
官
孟
玖
︑
さ
ら
に
配
下
の
牽

秀
ら
に
謀
反
の
罪
を
着
せ
ら
れ
て
︑
處
刑
さ
れ
て
し
ま
�
た
︒
享
年
四
⼗
三
歳
︒ 

 

︻
注
︼ 

︵
１
︶
 
最
近
の
硏
究
成
果
に
つ
い
て
︑
景
蜀
慧
の
論
⽂
集
﹃
魏
晉
⽂
史
尋
微
﹄︵
中
華
書
局
︑
⼆
〇
⼀
⼋
年
︶︑
唐
志
遠
﹃
六
朝
史
學

與
⽂
學
﹄︵
北
京
⼤
學
出
版
社
︑⼆
〇
⼀
⼋
年
︶︑蔡
丹
君﹃
從
鄉
⾥
到
都
城 : 
歷
史
與
空
間
變
遷
視
野
中
的
⼗
六
國
北
朝
⽂
學
﹄
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︵
三
聯
書
店
︑
⼆
〇
⼀
九
年
︶
な
ど
が
舉
げ
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
⽂
學
と
史
學
の
關
係
に
つ
い
て
︑
胡
寶
國
﹃
漢
唐
間
史
學
的
發

展
﹄︵
商
務
印
書
館
︑
⼆
〇
〇
三
年
︶︑
朱
曉
海
﹁
陸
機
⼼
靈
的
困
境
﹂︵﹃
中
華
⽂
史
論
叢
﹄
七
⼗
六
輯
︑
⼆
〇
〇
三
年
︶︑
林
曉

光
﹁
漢
魏
六
朝
⽂
學
硏
究
的
三
種
基
本
範
式
再
思
﹂︵
劉
躍
進
︑
程
蘇
東
主
編
﹃
早
期
⽂
本
的
⽣
成
與
傳
播
�
周
秦
漢
唐
讀
書
會

⽂
匯
﹄
第
⼀
輯
︑
中
華
書
局
︑
⼆
〇
⼀
七
年
︶
な
ど
を
參
照
︒ 

︵
２
︶ 

﹁
⼋
王
の
亂
﹂
は
︑
惠
帝
在
位
中
外
戚
と
諸
侯
王
︑
諸
侯
王
同
⼠
の
政
治
動
亂
を
指
す
︒
こ
の
呼
び
⽅
の
濫
觴
は
清
代
の
學
者

趙
翼
﹃
廿
⼆
史
札
記
﹄
卷
⼋
の
⼀
篇
の
タ
イ
ト
ル
に
始
ま
る
︒
こ
の
槪
念
は
︑
晉
惠
帝
初
期
の
賈
皇
后
を
中
⼼
と
す
る
ク
Ñ
デ
タ

Ñ
と
︑
後
期
の
諸
侯
王
の
動
亂
を
含
ん
で
い
る
︒
し
か
し
︑
兩
者
は
連
續
的
な
も
の
で
は
な
く
︑
こ
の
間
に
⼗
年
に
わ
た
る
平
和

な
時
期
が
あ
る
︒
ゆ
え
に
⼀
括
し
て
⼋
王
の
亂
と
呼
ぶ
べ
き
か
否
か
︑
硏
究
者
の
意
⾒
も
分
か
れ
て
い
る
︒
⼆
つ
事
件
と
⾒
な
す

も
の
に
は
︑
夏
曾
佑
﹃
中
國
歷
史
教
科
書
﹄︵
夏
曾
佑
﹃
中
國
古
代
史
﹄︑
河
北
教
育
出
版
社
︑
⼆
〇
〇
〇
年
︑
初
出
は
⼀
⼋
九
七

年
︶
は
︑
各
々
﹁
⻄
晉
の
政
局
﹂
と
﹁
⼋
王
の
亂
﹂
の
⼆
節
に
分
け
て
記
述
し
︑
勞
幹
﹃
魏
晉
南
北
朝
史
﹄︵
中
國
⽂
化
出
版
事

業
委
員
會
︑
⼀
九
五
四
年
︶
も
﹁
賈
后
の
亂
﹂
と
﹁
⼋
王
の
亂
﹂
を
分
け
て
い
る
︒
他
⽅
︑
兩
者
を
﹁
⼋
王
の
亂
﹂
と
槪
括
す
る

⼀
例
と
し
て
︑
祝
總
斌
﹁
⼋
王
之
亂
爆
發
原
因
試
探
﹂︵﹃
北
京
⼤
學
學
報
﹄
哲
學
社
會
科
學
版
︑
⼀
九
⼋
〇
年
︶
で
は
﹁
賈
后
亂

政
﹂
を
﹁
⼋
王
の
亂
﹂
に
含
め
て
い
る
︒
福
原
啓
郎
は
﹃
⻄
晉
の
武
帝
司
⾺
炎
﹄︵
⽩
帝
社
︑
⼀
九
九
五
年
︶
で
兩
者
を
合
わ
せ

て
廣
義
の
﹁
⼋
王
の
亂
﹂
と
稱
し
︑
後
の
諸
王
の
亂
を
狹
義
の
﹁
⼋
王
の
亂
﹂
と
稱
し
て
い
る
︒ 

︵
３
︶ 

安
⽥
⼆
郎
﹁
晉
武
帝
好
⾊
考
﹂︵﹃
東
北
⼤
學
東
洋
史
論
集
﹄
第
七
號
︑
⼀
九
九
⼋
年
︶
を
參
照
︒ 

︵
４
︶ 

萬
繩
楠
整
理
﹃
陳
寅
恪
魏
晉
南
北
朝
史
講
演
錄
﹄︵
⿈
⼭
書
社
︑
⼀
九
⼋
七
年
︶
を
參
照
︒ 

︵
５
︶ 

清
⽔
凱
夫
﹁
唐
修
﹃
晉
書
﹄
の
性
質
に
つ
い
て
﹂︵
上
・
下
︶︵﹃
學
林
﹄
第
⼆
⼗
三
・
⼆
⼗
四
期
︑
⼀
九
九
五
年
︶
を
參
照
︒ 

︵
６
︶ 

福
原
啓
郎
﹁
⻄
晉
の
墓
誌
の
意
義
﹂︵﹃
魏
晉
政
治
社
會
史
硏
究
﹄︑
⼆
〇
⼀
⼆
年
︶
を
參
照
︒ 

︵
７
︶ 

﹃
晉
書
﹄
卷
三
⼗
六
張
華
傳
に
︑﹁
賈
謐
與
后
共
謀
︑
以
華
庶
族
︑
儒
雅
有
籌
略
︑
進
無
逼
上
之
嫌
︑
退
爲
衆
望
所
依
︑
欲
倚

以
朝
綱
︑
訪
以
政
事
︒
疑
⽽
未
決
︑
以
問
裴
頠
︑
頠
素
重
華
︑
深
贊
其
事
︒
華
遂
盡
忠
匡
輔
︑
彌
縫
補
闕
︑
雖
當
闇
主
虐
后
之
朝
︑

⽽
海
內
晏
然
︑
華
之
功
也
︒
華
懼
后
族
之
盛
︑
作
﹃
⼥
史
箴
﹄
以
爲
諷
︒
賈
后
雖
凶
妒
︑
⽽
知
敬
重
華
︒
久
之
︑
論
前
後
忠
勳
︑

進
封
壯
武
郡
公
︒
華
⼗
餘
讓
︑
中
詔
敦
譬
︑
乃
受
︒
數
年
︑
代
下
邳
王
晃
爲
司
空
︑
領
著
作
︒﹂
と
あ
る
︒ 
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︵
８
︶ 

仇
⿅
鳴
﹃
魏
晉
之
際
的
政
治
權
利
與
家
族
網
絡
﹄︵
上
海
古
籍
出
版
社
︑
⼆
〇
⼀
⼆
年
︶︑
⽥
中
⼀
輝
﹁
⻄
晉
惠
帝
期
の
政
治
に

お
け
る
賈
后
と
詔
﹂︵﹃
⻄
晉
時
代
の
都
城
と
政
治
﹄︑
朋
友
書
店
︑
⼆
〇
⼀
七
年
︶
を
參
照
︒ 

︵
９
︶ 
﹃
晉
書
﹄
卷
五
⼗
三
愍
懷
太
⼦
傳
を
參
照
︒ 

︵
10
︶ 
﹃
晉
書
﹄
卷
四
惠
帝
紀
︑
卷
三
⼗
⼀
惠
賈
皇
后
傳
︑
卷
五
⼗
三
愍
懷
太
⼦
傳
を
參
照
︒ 

︵
11
︶ 

陸
機
﹁
皇
太
⼦
清
宴
詩
序
﹂︵﹃
北
堂
書
鈔
﹄
卷
六
⼗
六
︶
に
︑﹁
元
康
四
年
秋
︑
余
以
太
⼦
洗
⾺
出
補
吳
王
郎
中
︑
以
前
事
倉

卒
︑
不
得
宴
︒
三
⽉
⼗
六
︑
有
命
清
宴
︒
感
皇
恩
無
極
⽽
賦
此
詩
﹂
と
あ
り
︑
陸
機
﹁
答
賈
⻑
淵
詩
﹂
序
︵﹃
⽂
選
﹄
卷
⼆
⼗
三
︶︑

﹁
余
出
補
吳
王
郎
中
令
︑
元
康
六
年
⼊
爲
尚
書
郎
︒﹂
と
あ
る
︒ 

︵
12
︶  

陸
機
﹁
思
歸
賦
﹂
序
︵﹃
藝
⽂
類
聚
﹄
卷
⼆
⼗
七
︶
に
﹁
余
以
元
康
六
年
冬
取
急
歸
︒
⽽
王
師
外
征
︑
職
典
中
兵
︑
與
聞
軍

政
︑
懼
兵
⾰
未
息
︑
宿
願
有
違
︒
懷
歸
之
思
︑
憤
⽽
成
篇
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
︑
羌
亂
に
つ
い
て
︑﹃
晉
書
﹄
卷
四
惠
帝
紀
﹁
元
康

六
年
﹂
を
參
照
︒ 

︵
13
︶
 

陸
機
﹁
謝
吳
王
表
﹂︵﹃
太
平
御
覽
﹄
卷
⼆
百
⼗
五
︶
に
﹁
殿
中
以
⾂
爲
郎
中
命
︑
轉
中
兵
郎
︑
復
以
頗
涉
⽂
學
︑
⾒
轉
殿
中

郎
﹂
と
あ
る
︒ 

︵
14
︶
 

陸
機
﹁
弔
魏
武
帝
⽂
序
﹂
に
﹁
元
康
⼋
年
︑
機
始
以
臺
郎
出
補
著
作
﹂
と
あ
り
︑
王
隱
﹃
晉
書
﹄︵﹃
北
堂
書
鈔
﹄
卷
五
⼗
七
︑

﹃
初
學
記
﹄
卷
⼗
⼆
︑﹃
太
平
御
覽
﹄
卷
⼆
三
四
︶
に
﹁
陸
機
︑
字
⼠
衡
︑
以
⽂
學
爲
秘
書
監
虞
濬
所
請
︑
爲
著
作
郎
︒
議
晉
書

限
斷
﹂
と
あ
り
︑
⼲
寶
﹃
晉
紀
﹄︵﹃
初
學
記
﹄
卷
⼗
⼆
︶
に
﹁
秘
書
監
賈
謐
請
束
皙
爲
著
作
佐
郎
︑
難
陸
機
晉
書
限
斷
﹂
と
あ

る
︒ 

︵
15
︶ 

﹃
晉
書
﹄
卷
五
⼗
四
陸
機
傳
に
︑﹁
趙
王
倫
輔
政
︑
引
爲
相
國
參
軍
︒…

…

豫
誅
賈
謐
功
︑
賜
爵
關
中
侯
︒
倫
將
篡
位
︑
以
在

爲
中
書
郎
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
︑
陸
機
﹁
表
詣
吳
王
﹂︵﹃
北
堂
書
鈔
﹄
卷
六
⼗
九
︶
に
﹁
相
國
參
軍
率
取
臺
郎
︑
⾂
獨
以
⾼
賢
⾒

取
︑
⾮
私
之
謂
﹂
と
あ
る
︒ 

︵
16
︶
 

陸
機
﹁
歎
逝
賦
﹂︵﹃
⽂
選
﹄
卷
⼗
六
︶
李
善
注
引
王
隱
﹃
晉
書
﹄
に
︑﹁
成
都
王
穎
以
機
爲
司
⾺
︑
參
⼤
將
軍
軍
事
︒﹂
と
あ

り
︑﹃
晉
書
﹄
卷
五
⼗
四
陸
機
傳
に
︑﹁
穎
以
機
參
⼤
將
軍
軍
事
︑
表
爲
平
原
內
史
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
︑
陸
機
﹁
謝
平
原
內
史
表
﹂

の
中
に
︑﹁
橫
爲
故
⿑
王
冏
所
⾒
枉
陷
﹂
と
あ
る
︑﹁
故
﹂
と
い
う
字
か
ら
︑
そ
の
作
成
時
期
は
永
康
⼆
年
⼗
⼆
⽉
⼆
⼗
五
⽇
に
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司
⾺
冏
が
歿
し
た
後
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
︑
表
⽂
冒
頭
の
﹁
本
⽉
九
⽇
﹂
か
ら
⾒
れ
ば
︑
こ
の
表
の
作
成
は
翌
年
の

太
安
⼆
年
に
間
違
い
な
い
︒ 
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附
錄  

參
考
略
年
表 

 

次
の
表
は
楊
明
﹁
陸
機
年
表
﹂︵﹃
陸
機
集
校
箋
﹄︑
上
海
古
籍
書
店
︑
⼆
〇
⼀
六
年
︶︑
俞
⼠
玲
﹃
陸
機
陸
雲
年
譜
﹄︵
⼈
⺠
⽂
學
出
版

社
︑
⼆
〇
〇
九
年
︶︑
太
平
幸
代
︑
堂
薗
淑
⼦
︑
⾕
⼝
洋
﹁
六
朝
詩
⼈
關
係
年
表
﹂︵
興
膳
宏
編
﹃
六
朝
詩
⼈
傳
﹄︑
⼤
修
館
書
店
︑
⼆
〇

〇
〇
年
︶︑
佐
藤
利
⾏
﹁
陸
機
年
譜
﹂︵﹃
⻄
晉
⽂
學
硏
究̶

̶

陸
機
を
中
⼼
と
し
て̶

̶

﹄︑
⽩
帝
社
︑
⼀
九
九
五
年
︶︑
栗
⼭
雅
央
﹁
左

思
三
都
賦
關
係
年
表
﹂︵﹃
⻄
晉
朝
辭
賦
⽂
學
硏
究
﹄︑
汲
古
書
院
︑
⼆
〇
⼀
⼋
年
︶︑
陸
侃
如
﹃
中
古
⽂
學
繫
年
﹄︵
⼈
⺠
⽂
學
出
版
社
︑

⼀
九
⼋
五
年
︶︑
劉
汝
霖
﹃
漢
晉
學
術
編
年
﹄︵
中
華
書
局
︑
⼀
九
⼋
七
年
︶
な
ど
を
參
考
と
し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
︒ 

 
           

⼆
三
五 

⼆
三
四 

⼆
⼆
〇 

⻄
曆 

曹
魏
明
帝
⻘
⿓
三
年 

孫
吳
⼤
帝
嘉
⽲
四
年 

曹
魏
明
帝
⻘
⿓
⼆
年 

孫
吳
⼤
帝
嘉
⽲
三
年 

後
漢
獻
帝
建
安
⼆
⼗
五
年 

曹
魏
⽂
帝
⿈
初
元
年 

年
號 

四
⽉
︑
張
掖
郡
刪
丹
縣
に
⽯
瑞
が
出
現
︒ 

⼋
⽉
︑
諸
葛
亮
︑
五
丈
原
に
て
病
沒
︑
享
年
五
⼗
四
歲
︒ 

正
⽉
︑
曹
操
は
逝
世
︑
享
年
六
⼗
六
歲
︒ 

⼗
⽉
︑
魏
⽂
帝
曹
丕
が
即
位
︑
時
に
三
⼗
四
歲
︒ 

事
項 
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⼆
五
四 

⼆
五
⼆ 

⼆
五
⼀ 

⼆
四
九 

⼆
四
〇 

⼆
三
九 

⼆
三
⼋ 

曹
魏
⾼
貴
鄉
公
正
元
元
年 

孫
吳
會
稽
王
五
鳳
元
年 

曹
魏
⿑
王
嘉
平
四
年 

孫
吳
⼤
帝
太
元
⼆
年 

 
 
⼤
帝
神
鳳
元
年 

 
 
 
會
稽
王
建
興
元
年 

曹
魏
⿑
王
嘉
平
三
年 

曹
魏
⿑
王
正
始
⼗
年 

嘉
平
元
年 

孫
吳
⼤
帝
⾚
烏
⼗
⼆
年 

曹
魏
⿑
王
正
始
元
年 

孫
吳
⼤
帝
⾚
烏
三
年 

曹
魏
明
帝
景
初
三
年 

孫
吳
⼤
帝
⾚
烏
⼆
年 

曹
魏
明
帝
景
初
⼆
年 

孫
吳
⼤
帝
⾚
烏
元
年 

九
⽉
︑
司
⾺
師
︑
⿑
王
曹
芳
を
廢
す
︒
時
に
司
⾺
師
四
⼗
七
歲
︒ 

⼗
⽉
︑
司
⾺
師
︑
⾼
貴
鄉
公
曹
髦
を
⽴
て
る
︒
時
に
曹
髦
⼗
四
歲
︒ 

⼆
⽉
︑
吳
⼤
帝
孫
權
︑
元
號
を
神
鳳
に
改
元
︒ 

四
⽉
︑
吳
⼤
帝
孫
權
崩
御
︑
享
年
七
⼗
⼀
歲
︒
太
⼦
孫
亮
即
位
し
︑
元
號
を

建
興
に
改
元
︑
時
に
⼗
歳
︒ 

 

七
⽉
︑
司
⾺
懿
逝
世
︑
享
年
七
⼗
三
歲
︒ 

正
⽉
︑
⾼
平
陵
の
變
發
⽣
︑
司
⾺
懿
︑
曹
爽
と
⼦
郎
黨
を
誅
殺
︑
政
權
を
掌

握
︒ 

四
⽉
︑
魏
⿑
王
曹
芳
︑
元
號
を
嘉
平
に
改
元
︒ 

正
⽉
︑
魏
⿑
王
曹
芳
︑
元
號
を
正
始
に
改
元
︒ 

正
⽉
︑
魏
明
帝
曹
叡
︑
崩
御
︑
享
年
三
⼗
六
歲
︒
⿑
王
曹
芳
即
位
︑
時
に
九

歲
︒
司
⾺
懿
︑
曹
爽
に
よ
る
輔
政
︒ 

  

⼋
⽉
︑
司
⾺
懿
が
遼
東
を
平
定
︒ 
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⼆
七
⼆ 

⼆
六
五 

⼆
六
三 

⼆
六
⼆ 

⼆
六
⼀ 

⼆
六
〇 

⻄
晉
武
帝
泰
始
⼋
年 

孫
吳
末
帝
鳳
凰
元
年 

曹
魏
元
帝
咸
熙
⼆
年 

⻄
晉
武
帝
泰
始
元
年 

孫
吳
末
帝
⽢
露
元
年 

曹
魏
元
帝
景
元
三
年 

孫
吳
景
帝
永
安
六
年 

曹
魏
元
帝
景
元
三
年 

孫
吳
景
帝
永
安
五
年 

曹
魏
元
帝
景
元
⼆
年 

孫
吳
景
帝
永
安
四
年 

曹
魏
⾼
貴
鄉
公
⽢
露
五
年 

元
帝
景
元
元
年 

孫
吳
景
帝
永
安
三
年 

⼆
⽉
︑
賈
南
⾵
︑
太
⼦
妃
に
册
さ
る
︑
時
に
⼗
六
歲
︒ 

九
⽉
︑吳
の
⻄
陵
督
歩
闡
に
よ
る
反
乱
︑⼗
⼆
⽉
︑都
督
陸
抗
に
よ
�
て
平
定
さ
れ
る
︒ 

こ
の
年
︑
左
棻
︑
修
儀
に
拜
さ
る
︑
左
思
︑﹁
三
都
賦
﹂
の
製
作
を
開
始
︒ 

 

⼋
⽉
︑
司
⾺
昭
逝
世
︑
享
年
五
⼗
五
歲
︒ 

⼗
⼆
⽉
︑
晉
王
司
⾺
炎
︑
魏
元
帝
曹
奐
の
禪
讓
を
受
け
︑
晉
を
國
號
と
し
て
建
國
︑ 

時
に
三
⼗
歲
︒ 

⼗
⼀
⽉
︑
魏
︑
蜀
を
滅
ぼ
す
︒ 

陸
雲
⽣
ま
れ
る
︒ 

陸
機
⽣
ま
れ
る
︒ 

時
に
⼭
濤
五
⼗
七
歲
︑
阮
籍
五
⼗
⼆
歲
︑
皇
甫
謐
四
⼗
七
歲
︑
賈
充
四
⼗
五
歲
︑
傅
⽞

四
⼗
五
歲
︑
杜
預
四
⼗
歲
︑
嵇
康
三
⼗
⼋
歲
︑
鍾
會
三
⼗
七
歲
︑
成
公
綏
三
⼗
⼀
歲
︑ 

張
華
三
⼗
歲
︑
陳
壽
⼆
⼗
九
歲
︑
傅
咸
⼆
⼗
三
歲
︑
夏
侯
湛
⼗
九
歲
︑
潘
岳
⼗
五
歲
︑

⽯
崇
⼗
三
歲
︑
左
思
九
歲
︑
司
⾺
衷
三
歲
︒ 

   
五
⽉
︑
⾼
貴
鄉
公
曹
髦
弒
さ
れ
︑
魏
元
帝
曹
奐
が
即
位
︑
時
に
曹
奐
⼗
五
歲
︒ 

六
⽉
︑
魏
元
帝
曹
奐
︑
元
號
を
景
元
に
改
元
︒ 
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⼆
⼋
⼆ 

⼆
⼋
⼀ 

⼆
⼋
〇 

⼆
七
⼋ 

⼆
七
四 

⼆
七
三 

⻄
晉
武
帝
太
康
三
年 

⻄
晉
武
帝
太
康
⼆
年 

⻄
晉
武
帝
咸
寧
六
年 

 
 
 
 

太
康
元
年 

孫
吳
末
帝
天
紀
四
年 

⻄
晉
武
帝
咸
寧
四
年 

⻄
晉
武
帝
泰
始
⼗
年 

孫
吳
末
帝
鳳
凰
三
年 

⻄
晉
武
帝
泰
始
九
年 

孫
吳
末
帝
鳳
凰
⼆
年 

四
⽉
︑
賈
充
卒
︑
享
年
六
⼗
六
歲
︒ 

こ
の
年
︑
左
思
﹁
三
都
賦
﹂
が
完
成
︒ 

こ
の
年
︑
陸
機
︑
洛
陽
か
ら
建
業
に
戾
り
︑
陸
晏
︑
陸
景
の
靈
柩
を
華
亭
に
送
還

し
て
葬
る
︒ 

魏
の
不
凖
︑
汲
郡
に
お
け
る
魏
安
釐
王
古
墓
を
盜
掘
︑
古
書
を
發
現
す
る
︒ 

 

三
⽉
︑
晉
は
吳
を
滅
ぼ
す
︒ 

四
⽉
︑
晉
武
帝
司
⾺
炎
は
年
號
を
太
康
に
改
元
す
る
︒ 

こ
の
年
︑
陸
機
が
捕
虜
と
し
て
⼊
洛
︒
陳
壽
︑﹃
三
國
志
﹄
の
編
纂
を
開
始
︑
杜

預
は
﹃
春
秋
左
傳
經
傳
集
解
﹄
を
撰
し
始
め
る
︒ 

七
⽉
︑
傅
⽞
去
世
︑
享
年
六
⼗
⼆
歲
︒ 

こ
の
年
︑
愍
懷
太
⼦
司
⾺
遹
⽣
ま
れ
る
︒ 

秋
︑
陸
抗
卒
︑
享
年
四
⼗
九
歲
︒
⻑
男
陸
晏
が
嗣
ぎ
︑
裨
將
軍
︑
夷
道
監
に
仕
え

る
︒
次
男
陸
景
は
偏
將
軍
︑
中
夏
督
に
仕
え
る
︒
陸
機
は
⽛
⾨
將
軍
に
仕
え
る
︒ 

吳
の
學
者
⾱
昭
︑
逝
世
︒ 
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⼆
九
四 

⼆
九
三 

⼆
九
⼆ 

⼆
九
⼀ 

⼆
九
〇 

⻄
晉
惠
帝
元
康
四
年 

⻄
晉
惠
帝
元
康
三
年 

⻄
晉
惠
帝
元
康
⼆
年 

⻄
晉
惠
帝
元
康
元
年 

⻄
晉
武
帝
太
熙
元
年 

⻄
晉
惠
帝
永
熙
元
年 

秋
︑
陸
機
は
洛
陽
か
ら
出
で
︑
吳
王
司
⾺
晏
の
郎
中
令
に
仕
え
る
︒
東
宮
に
仕
官
中
︑
陸

機
は
﹁
元
康
四
年
從
皇
太
⼦
祖
會
東
堂
詩
﹂︑﹁
桑
賦
﹂﹁
鱉
賦
﹂︑﹁
漢
⾼
祖
功
⾂
頌
﹂
な
ど

を
製
作
︒ 

   

正
⽉
︑
皇
太
⼦
司
⾺
遹
︑
釋
奠
禮
を
⾏
う
︒ 

⼆
⽉
︑
賈
皇
后
︑
楊
太
后
を
弒
す
︒ 

こ
の
年
︑
秘
書
省
が
中
書
省
か
ら
獨
⽴
︒ 

三
⽉
︑
廣
義
の
⼋
王
の
亂
が
發
⽣
し
︑
賈
皇
后
︑
太
傅
楊
駿
を
殺
し
︑
皇
太
后
楊
⽒
を
廢
す
︒ 

六
⽉
︑
賈
皇
后
︑
汝
南
王
司
⾺
亮
︑
楚
王
司
⾺
瑋
を
殺
す
︒ 

⼗
⼆
⽉
︑
皇
太
⼦
司
⾺
遹
︑﹃
孝
經
﹄
を
講
す
︒ 

こ
の
年
の
春
︑
陸
機
再
び
⼊
洛
し
︑
張
華
の
⻘
眼
に
恵
ま
れ
れ
︑
夏
︑
ま
た
は
秋
︑
太
⼦

洗
⾺
と
な
る
︒ 
 

 

正
⽉
︑
晉
武
帝
司
⾺
炎
︑
元
號
を
太
熙
に
改
元
︒ 

四
⽉
︑
晉
武
帝
崩
御
︑
皇
太
⼦
司
⾺
衷
即
位
︑
元
號
を
永
熙
に
改
元
す
る
︒
太
尉
楊
駿
︑
太 

傅
に
拜
さ
れ
︑
輔
政
す
︒ 

⼋
⽉
︑
司
⾺
遹
を
皇
太
⼦
に
册
す
︒ 

陸
機
︑
華
亭
で
勉
學
し
て
⼗
年
︒
こ
の
歳
の
年
末
︑
太
傅
楊
駿
に
祭
酒
に
辟
さ
る
︒ 
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⼆
九
⼋ 

⼆
九
七 

⼆
九
六 

⼆
九
五 

⻄
晉
惠
帝
元
康
⼋
年 

⻄
晉
惠
帝
元
康
七
年 

⻄
晉
惠
帝
元
康
六
年 

⻄
晉
惠
帝
元
康
五
年 

陸
機
︑
尚
書
省
か
ら
出
で
︑
著
作
郎
に
任
じ
ら
れ
る
︒
こ
の
時
期
に
︑﹁
弔
魏
武
帝

⽂
﹂
を
製
作
し
︑
ま
た
﹃
晉
書
﹄
限
斷
の
議
論
に
參
加
す
︒ 

こ
の
年
︑
陳
壽
卒
す
︑
享
年
六
⼗
五
歲
︑
⽣
前
﹃
三
國
志
﹄
を
完
成
︒ 

陸
機
の
尚
書
殿
中
郎
に
轉
任
︒
こ
の
頃
︑﹃
漢
書
﹄
の
講
學
に
參
加
し
︑
秀
才
の
策 

問
を
⾏
う
︒﹁
演
連
珠
﹂
は
こ
の
時
期
に
製
作
さ
れ
た
か
︒ 

正
⽉
︑
張
華
︑
司
空
に
拜
さ
れ
︑
著
作
を
領
す
︒ 

⼋
⽉
︑
氐
族
⿑
萬
年
の
叛
亂
︒ 

こ
の
年
︑
賈
充
の
婦
で
あ
る
宜
城
君
郭
槐
卒
し
︑
賈
謐
︑
喪
に
服
す
︒ 

⽯
崇
︑
⾦
⾕
の
會
を
⾏
う
︒ 

陸
機
︑
尚
書
中
兵
郎
に
仕
え
︑
賈
謐
と
詩
を
贈
答
す
る
︒ 

五
⽉
︑
陸
機
︑
洛
陽
に
戾
り
︑﹁
皇
太
⼦
清
宴
詩
﹂
を
作
る
︒ 
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三
〇
⼆ 

三
〇
⼀ 

三
〇
〇 

⻄
晉
惠
帝
太
安
元
年 

⻄
晉
惠
帝
永
寧
元
年 

⻄
晉
惠
帝
永
康
元
年 

⼗
⼆
⽉
︑
⿑
王
司
⾺
冏
死
し
︑ 
晉
惠
帝
司
⾺
衷
︑
元
號
を
太
安
に
改
元
︒ 

正
⽉
︑
趙
王
司
⾺
倫
篡
位
︑
元
號
を
建
始
に
改
元
︒ 

三
⽉
︑
⿑
王
司
⾺
冏
︑
成
都
王
司
⾺
穎
︑
河
間
王
司
⾺
顒
︑
常
⼭
王
司
⾺
乂
︑
起
義

し
︑
四
⽉
に
⾄
�
て
︑
趙
王
司
⾺
倫
を
誅
殺
す
る
︒ 

四
⽉
︑
晉
惠
帝
司
⾺
衷
︑
元
號
を
永
寧
に
改
元
︒ 

六
⽉
︑
⿑
王
司
⾺
冏
︑
⼤
司
⾺
と
爲
り
︑
成
都
王
司
⾺
穎
︑
⼤
將
軍
と
爲
る
︒ 

陸
機
︑
⿑
王
司
⾺
冏
に
趙
王
司
⾺
倫
の
禪
讓
⽂
を
起
草
し
た
と
疑
わ
れ
︑
獄
に
下

さ
れ
た
後
︑
成
都
王
司
⾺
穎
と
吳
王
司
⾺
晏
に
救
わ
れ
る
︒ 

三
⽉
︑
賈
皇
后
︑
愍
懷
太
⼦
司
⾺
遹
を
殺
害
す
︒ 

四
⽉
︑
趙
王
司
⾺
倫
︑
賈
皇
后
・
賈
謐
を
誅
殺
し
︑
司
空
張
華
・
尚
書
僕
射
裴
頠
を

殺
害
し
て
相
國
と
な
り
︑
輔
政
す
る
︒ 

⼋
⽉
︑
淮
南
王
司
⾺
允
︑
趙
王
司
⾺
倫
を
討
伐
す
る
も
︑
失
敗
︒
潘
岳
︑
⽯
崇
︑
歐  

陽
建
な
ど
處
死
さ
る
︒ 

陸
機
︑
趙
王
司
⾺
倫
の
相
國
參
軍
と
な
り
︑
關
中
侯
の
爵
を
賜
わ
る
︒
司
⾺
倫
︑

篡
位
前
に
︑
陸
機
を
中
書
侍
郎
と
爲
す
︒ 

こ
の
歳
︑
陸
機
︑﹁
⽂
賦
﹂︑﹁
歎
逝
賦
﹂︑﹁
愍
懷
太
⼦
誄
﹂
な
ど
を
製
作
︒ 
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三
⼀
六 

三
⼀
⼀ 

三
〇
七 

三
〇
六 

三
〇
四 

三
〇
三 

⻄
晉
愍
帝
建
興
四
年 

⻄
晉
懷
帝
永
嘉
五
年 

⻄
晉
懷
帝
永
嘉
元
年 

⻄
晉
惠
帝
光
熙
元
年 

⻄
晉
惠
帝
永
安
元
年 

        

永
興
元
年 

⻄
晉
惠
帝
太
安
⼆
年 

⼗
⼀
⽉
︑
匈
奴
の
劉
曜
︑
⻑
安
を
陥
れ
︑
晉
愍
帝
を
捕
ら
え
て
︑
平
陽
に
連
⾏
︑
⻄
晉
王

朝
滅
亡
︒ 

  

六
⽉
︑
匈
奴
の
劉
聰
︑
洛
陽
を
陷
れ
︑
晉
懷
帝
を
捕
ら
え
る
︒ 

正
⽉
︑
晉
懷
帝
︑
元
號
を
永
嘉
に
改
元
︒ 

九
⽉
︑
瑯
琊
王
司
⾺
睿
︑
建
鄴
に
⼊
る
︒ 

五
⽉
︑
東
海
王
司
⾺
越
︑
晉
惠
帝
を
洛
陽
に
迎
え
る
︒ 

⼗
⽉
︑
成
都
王
司
⾺
穎
︑
殺
害
さ
れ
る
︒ 

⼗
⼀
⽉
︑
晉
惠
帝
崩
御
す
︑
享
年
四
⼗
⼋
歲
︒
晉
懷
帝
司
⾺
熾
即
位
す
︒ 

正
⽉
︑
東
海
王
司
⾺
越
︑
⻑
沙
王
司
⾺
乂
を
殺
す
︒
晉
惠
帝
︑
元
號
を
永
安
に
改
元
︒ 

⼗
⼀
⽉
︑
成
都
王
司
⾺
穎
︑
晉
惠
帝
を
⻑
安
に
遷
す
︒ 

⼗
⼆
⽉
︑
晉
惠
帝
︑
成
都
王
司
⾺
穎
を
皇
太
弟
に
封
じ
︑
元
號
を
永
興
に
改
元
︒ 

こ
の
歳
︑
成
都
王
司
⾺
穎
︑
陸
機
を
⼤
將
軍
司
⾺
と
し
︑
さ
ら
に
平
原
內
史
と
す
る
︒ 

⼋
⽉
︑
成
都
王
司
⾺
穎
は
鄴
よ
り
︑
河
間
王
司
⾺
顒
⻑
安
は
⻑
安
よ
り
︑
共
に
兵
を
舉
げ
︑

洛
陽
に
い
る
⻑
沙
王
司
⾺
乂
を
討
伐
し
︑
成
都
王
司
⾺
穎
は
陸
機
を
前
將
軍
︑
前
鋒
都
督

と
し
︑
兵
⼆
⼗
餘
萬
を
率
い
さ
せ
る
︒
⼗
⽉
︑
陸
機
と
⻑
沙
王
司
⾺
乂
は
洛
陽
城
東
に
戰

い
︑
⼤
敗
す
︒
宦
官
の
孟
玖
︑
ま
た
牽
秀
と
共
に
成
都
王
司
⾺
穎
に
讒
⾔
を
進
め
た
あ
た

め
︑
陸
機
・
陸
雲
兄
弟
︑
ま
た
陸
機
の
⼆
⼈
の
⼦
の
陸
蔚
・
陸
夏
は
殺
害
さ
れ
る
︒
時
に

陸
機
四
⼗
三
歲
︒ 
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主
要
參
考
⽂
獻 

 

⽇
本
︵
五
⼗
⾳
順
︶ 

 

阿
部
正
和
﹁
陸
機
の
樂
府
に
つ
い
て
﹂︵﹃
中
國
中
世
⽂
學
硏
究
﹄
第
三
⼗
號
︑
⼀
九
九
六
年
︶ 

阿
部
正
和
﹁
陸
機
の
﹁
臨
川
﹂
に
つ
い
て
﹂︵﹃
中
國
中
世
⽂
學
硏
究
﹄
第
五
⼗
⼀
號
︑
⼆
〇
〇
七
年
︶ 

⼀
海
知
義
﹁
⽂
選
挽
歌
詩
考
﹂︵
京
都
⼤
學
中
國
⽂
學
會
﹃
中
國
⽂
學
報
﹄
第
⼗
四
册
︑
⼀
九
六
〇
年
︶ 

井
⼝
千
雪
﹃
三
國
志
演
義
成
⽴
史
の
硏
究
﹄︵
汲
古
書
院
︑
⼆
〇
⼀
六
年
︶ 

岡
村
繁
﹁
建
安
⽂
壇
へ
の
視
⾓
﹂︵﹃
中
國
中
世
⽂
學
硏
究
﹄
第
五
號
︑
⼀
九
六
六
年
︶ 

岡
村
繁
﹁
五
⾔
詩
の
⽂
學
的
定
着
の
過
程
﹂︵﹃
九
州
中
國
學
會
報
﹄
第
⼗
七
巻
︑
⼀
九
七
⼀
年
︶ 

越
智
重
明
﹃
魏
晉
南
北
朝
の
政
治
と
社
會
﹄︵
吉
川
弘
⽂
館
︑
⼀
九
六
三
年
︶ 

越
智
重
明
﹁
晉
南
朝
の
秀
才
・
孝
廉
﹂︵
九
州
⼤
學
﹃
史
淵
﹄
第
⼀
⼀
六
卷
︑
⼀
九
七
九
年
︶ 

越
智
重
明
﹃
魏
晉
南
朝
の
貴
族
制
﹄︵
硏
⽂
出
版
︑
⼀
九
⼋
⼆
年
︶ 

⼩
尾
郊
⼀
﹁
陸
機
の
⽂
賦
の
意
圖
す
る
も
の
﹂︵﹃
廣
島
⼤
學
⽂
學
部
紀
要
﹄
第
⼆
⼗
⼋
卷
⼀
號
︑
⼀
九
六
⼋
年
︶ 

⾨
脇
廣
⽂
﹁
陸
機
﹁
擬
古
詩
⼗
⼆
⾸
﹂
考
﹂︵
⼤
東
⽂
化
⼤
學
﹃
東
洋
硏
究
﹄
第
六
⼗
九
號
︑
⼀
九
⼋
四
年
︶ 

⾨
脇
廣
⽂
﹃
⽂
⼼
雕
⿓
の
硏
究
﹄︵
創
⽂
社
︑
⼆
〇
〇
五
年
︶ 

嘉
瀨
達
男
﹁﹃
漢
書
﹄
揚
雄
傳
所
收
﹁
揚
雄
⾃
序
﹂
を
め
ぐ
�
て
﹂︵
⽴
命
館
⼤
學
中
國
藝
⽂
硏
究
會
﹃
學
林
﹄
⼆
⼋
・
⼆
九
合
併
號
︑

⼀
九
九
⼋
年
︶ 

狩
野
直
喜
﹃
魏
晉
學
術
考
﹄︵
筑
摩
書
房
︑
⼀
九
七
〇
年
︶ 
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狩
野
雄
﹃
⾹
り
の
詩
學̶

̶

三
國
⻄
晉
詩
の
芳
⾹
表
現
﹄︵
知
泉
書
館
︑
⼆
〇
⼆
⼀
年
︶ 

釜
⾕
武
志
﹁
陸
雲
﹁
兄
へ
の
書
簡
﹂̶

̶

そ
の
⽂
學
論
的
考
察
﹂︵
京
都
⼤
學
中
國
⽂
學
會
﹃
中
國
⽂
學
報
﹄
第
⼆
⼗
⼋
册
︑
⼀
九
七
七

年
︶ 

⽊
津
祐
⼦
﹁
美
と
し
て
の
樂
へ
�﹁
⽂
賦
﹂
に
お
け
る
⾳
﹂︵
京
都
⼤
學
中
國
⽂
學
會
﹃
中
國
⽂
學
報
﹄︑
第
五
⼗
册
︑
⼀
九
九
五
年
︶ 

⽊
津
祐
⼦
﹁
陸
機
と
﹁
楚
﹂̶

̶

聲
律
意
識
の
形
成
に
つ
い
て
﹂︵
京
都
⼤
學
中
國
⽂
學
會
﹃
中
國
⽂
學
報
﹄
第
五
⼗
三
册
︑
⼀
九
九
六 

年
︶ 

⾐
川
賢
次
﹁
六
朝
模
擬
詩
⼩
考
﹂︵
京
都
⼤
學
中
國
⽂
學
會
﹃
中
國
⽂
學
報
﹄
第
三
⼗
⼀
册
︑
⼀
九
⼋
〇
年
︶ 

清
⽔
凱
夫
﹁
唐
修
﹃
晉
書
﹄
の
性
質
に
つ
い
て
﹂︵
上
・
下
︶︵
⽴
命
館
⼤
學
中
國
藝
⽂
硏
究
會
﹃
學
林
﹄
第
⼆
⼗
三
・
⼆
⼗
四
期
︑
⼀

九
九
五
年
︶ 

栗
⼭
雅
央
﹃
⻄
晉
朝
辭
賦
⽂
學
硏
究
﹄︵
汲
古
書
院
︑
⼆
〇
⼀
⼋
年
︶ 

興
膳
宏
﹃
陶
淵
明
・
⽂
⼼
雕
⿓
﹄︵
筑
摩
書
房
︑
⼀
九
六
⼋
年
︶ 

興
膳
宏
﹃
潘
岳
・
陸
機
﹄︵
筑
摩
書
房
︑
⼀
九
七
三
年
︶ 

興
膳
宏
編
﹃
六
朝
詩
⼈
傳
﹄︵
⼤
修
館
書
店
︑
⼆
〇
〇
〇
年
︶ 

興
膳
宏
﹃
亂
世
を
⽣
き
る
詩
⼈
た
ち 

六
朝
詩
⼈
論
﹄︵
硏
⽂
出
版
︑
⼆
〇
〇
⼀
年
︶ 

興
膳
宏
﹁
⽂
學
理
論
史
か
ら
⾒
た
﹃
⽂
賦
﹄﹂︵
新
版
﹃
中
國
の
⽂
學
理
論
︑
清
⽂
堂
︑
⼆
〇
〇
⼋
年
︶ 

興
膳
宏
﹃
合
璧
詩
品
・
書
品
﹄︵
硏
⽂
出
版
︑
⼆
〇
⼀
⼀
年
︶ 

古
勝
隆
⼀
﹁
釋
奠
禮
と
義
疏
學
﹂︵﹃
中
國
中
古
の
學
術
﹄︑
硏
⽂
出
版
︑
⼆
〇
〇
六
年
︶ 

後
藤
秋
正
﹃
中
國
中
世
の
哀
傷
⽂
學
﹄︵
硏
⽂
出
版
︑
⼀
九
九
⼋
年
︶ 

後
藤
秋
正
﹁
慷
慨
の
軌
跡̶

̶

曹
植
嵇
康
阮
籍
か
ら
陸
機
へ
﹂︵﹃
中
國
⽂
史
哲
學
論
集
�
加
賀
博
⼠
退
官
記
念
﹄︑
講
談
社
︑
⼀
九
七
九

年
︶ 

佐
⽵
保
⼦
﹃
⻄
晉
⽂
學
論 : 

⽞
學
の
影
と
形
似
の
曙
﹄︵
汲
古
書
院
︑
⼆
〇
〇
⼆
年
︶ 

佐
⽵
保
⼦
﹁
陸
機
の
天
⼈
對̶

̶

先
秦
か
ら
⻄
晉
に
⾄
る
对
偶
の
⼀
樣
相
﹂︵﹃
集
刊
東
洋
學
﹄
第
⼋
⼗
九
號
︑
⼆
〇
〇
三
年
︶ 
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佐
⽵
保
⼦
﹁
陸
機
﹁
演
連
珠
﹂
五
⼗
⾸
に
つ
い
て̶

̶

多
元
性
と
敘
情
性
﹂︵﹃
⽇
本
中
國
學
會
報
﹄
第
五
⼗
五
集
︑
⼆
〇
〇
三
年
︶ 

佐
⽵
保
⼦
﹁
陸
機
﹁
演
連
珠
﹂
の
構
成
上
の
特
質
﹂︵﹃
六
朝
學
術
學
會
報
﹄
第
四
號
︑
⼆
〇
〇
三
年
︶ 

佐
藤
⼤
志
﹁
六
朝
樂
府
詩
の
展
開
と
樂
府
題
﹂︵﹃
⽇
本
中
國
學
會
報
﹄
第
四
⼗
九
集
︑
⼀
九
九
七
年
︶ 

佐
藤
利
⾏
﹁
⼆
陸
の
⽂
章
観
﹂︵﹃
⽇
本
中
國
學
會
報
﹄
第
三
⼗
七
集
︑
⼀
九
⼋
五
年
︶ 

佐
藤
利
⾏
﹃
⻄
晉
⽂
學
硏
究̶

̶

陸
機
を
中
⼼
と
し
て̶

̶

﹄︵
⽩
帝
社
︑
⼀
九
九
五
年
︶ 

佐
藤
利
⾏
﹁
陸
機
弔
魏
武
帝
⽂
に
つ
い
て
﹂︵
安
⽥
⼥
⼦
⼤
學
中
國
⽂
學
硏
究
會
﹃
中
國
學
論
集
﹄
第
⼗
三
號
︑
⼀
九
九
六
年
︶ 

靜
永
健
﹃
唐
詩
推
敲―
唐
詩
硏
究
の
た
め
の
四
つ
の
視
點
﹄︵
硏
⽂
出
版
︑
⼆
〇
⼀
⼆
年
︶ 

斯
波
六
郎
﹃
中
國
⽂
學
に
お
け
る
孤
獨
感
﹄︵
岩
波
書
店
︑
⼀
九
五
⼋
年
︶ 

饒
宗
頤
﹁
陸
機
⽂
賦
理
論
與
⾳
樂
之
關
係
﹂︵
京
都
⼤
學
中
國
⽂
學
會
﹃
中
國
⽂
學
報
﹄
第
⼗
四
册
︑
⼀
九
六
四
年
︶ 

鈴
⽊
修
次
﹃
漢
魏
詩
の
硏
究
﹄︵
⼤
修
館
書
店
︑
⼀
九
六
七
年
︶ 

仙
⽯
知
⼦
﹃﹁
三
國
志
﹂
の
⼥
性
た
ち
﹄︵
⼭
川
出
版
社
︑
⼆
〇
⼀
〇
年
︶ 

⾼
橋
和
⺒
﹁
陸
機
の
傳
記
と
そ
の
⽂
學
﹂
上
︵
京
都
⼤
學
中
國
⽂
學
會
﹃
中
國
⽂
學
報
﹄
第
⼗
⼀
册
︑
⼀
九
五
九
年
︶ 

⾼
橋
和
⺒
﹁
陸
機
の
傳
記
と
そ
の
⽂
學
﹂
下
︵
京
都
⼤
學
中
國
⽂
學
會
﹃
中
國
⽂
學
報
﹄
第
⼗
⼆
册
︑
⼀
九
六
〇
年
︶ 

⽥
中
⼀
輝
﹁
⻄
晉
惠
帝
期
の
政
治
に
お
け
る
賈
后
と
詔
﹂︵﹃
⻄
晉
時
代
の
都
城
と
政
治
﹄︑
朋
友
書
店
︑
⼆
〇
⼀
七
年
︶ 

千
⽥
豐
﹁
⻄
晉
の
太
⼦
師
傅
﹂︵﹃
京
都
⼤
學
歷
史
⽂
化
社
會
論
講
座
紀
要
﹄
第
⼗
六
號
︑
⼆
〇
⼀
九
年
︶ 

陳
世
驤
﹁
陸
機
の
⽣
涯
と
⽂
賦
製
作
の
正
確
年
代
﹂︵
京
都
⼤
學
中
國
⽂
學
會
﹃
中
國
⽂
學
報
﹄
第
⼋
册
︑
⼀
九
五
⼋
年
︑
⽇
譯
は
⼀
海

知
義
︶ 

中
村
圭
爾
﹃
六
朝
貴
族
制
硏
究
﹄︵
⾵
間
書
房
︑
⼀
九
七
⼋
年
︶ 

⻄
嶋
定
⽣
﹁
中
國
古
代
帝
國
形
成
の
⼀
考
察―

―

漢
の
⾼
祖
と
そ
の
功
⾂―

―

﹂︵﹃
中
國
古
代
國
家
と
東
ア
ジ
ア
世
界
﹄︑
東
京
⼤
學
出

版
會
︑
⼀
九
⼋
六
⼀
︶ 

⻑
⾕
部
剛
﹁
陸
機
の
擬
樂
府
︑
お
よ
び
擬
古
詩
に
つ
い
て
﹂︵
早
稻
⽥
⼤
學
中
國
⽂
學
會
﹃
中
國
⽂
學
硏
究
﹄
第
⼆
⼗
七
卷
︑
⼆
〇
〇
⼀

年
︶ 
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林
⽥
愼
之
助
﹁
漢
魏
六
朝
⽂
學
論
に
あ
ら
わ
れ
た
情
と
志
の
問
題
﹂︵﹃
中
國
學
論
集
�
⽬
加
⽥
誠
博
⼠
還
曆
記
念
﹄︑
⼤
安
書
店
︑
⼀
九

六
⼆
年
︶ 

林
⽥
愼
之
助
﹁
典
論
論
⽂
と
⽂
賦
﹂︵
九
州
⼤
學
﹃
⽂
學
硏
究
﹄
第
七
⼗
五
輯
︑
⼀
九
七
⼋
年
︶ 

福
井
佳
夫
﹁
班
固
の
﹃
漢
書
述
﹄
に
つ
い
て
﹂︵﹃
中
京
⼤
學
⽂
學
部
紀
要
﹄
第
三
⼗
⼀
卷
第
⼀
號
︑
⼀
九
九
六
年
︶ 

福
井
佳
夫
﹁
六
朝
駢
⽂
の
對
偶
に
關
す
る
⼀
考
察̶

̶

說
得
的
效
果
を
め
ぐ
�
て
﹂︵﹃
東
⽅
學
﹄
第
⼋
⼗
五
輯
︑
⼀
九
九
三
年
︶ 

福
井
佳
夫
﹁
陸
機
の
﹁
⽂
賦
﹂
の
⽂
章
に
つ
い
て
﹂
上
・
下
︵﹃
中
國
中
世
⽂
學
硏
究
﹄
第
五
⼗
七
・
五
⼗
⼋
號
︑
⼆
〇
⼀
〇
年
︶ 

福
井
佳
夫
﹃
六
朝
⽂
體
論
﹄︵
汲
古
書
院
︑
⼆
〇
⼀
四
年
︶ 

福
永
善
隆
﹁
漢
初
︑
劉
邦
集
團
の
展
開
と
構
造
﹂︵﹃
⿅
兒
島
⼤
學
法
⽂
學
部
紀
要 

⼈
⽂
學
科
論
集
﹄
第
⼋
⼗
六
卷
︑
⼆
〇
⼀
九
年
︶ 

福
原
啓
郎
﹃
⻄
晉
の
武
帝
司
⾺
炎
﹄︵
⽩
帝
社
︑
⼀
九
九
五
年
︶ 

福
原
啓
郎
﹃
魏
晉
政
治
社
會
硏
究
﹄︑
京
都
⼤
學
學
術
出
版
會
︑
⼆
〇
⼀
⼆
年
︶ 

船
⽊
勝
⾺﹁
晉
朝
に
お
け
る
史
官
・
修
史
を
め
ぐ
�
て
﹂︵﹃
⽇
野
開
三
郎
博
⼠
頌
壽
紀
念
論
集 

中
國
社
會
・
制
度
・
⽂
化
史
の
諸
問
題
﹄︑

中
國
書
店
︑
⼀
九
⼋
七
年
︶ 

保
科
季
⼦
﹁
漢
代
に
お
け
る
經
學
講
論
國
家
儀
禮―

―

釋
奠
禮
の
成
⽴
に
向
け
て―

―

﹂︵﹃
東
洋
史
硏
究
﹄
第
七
⼗
四
卷
第
四
號
︑
⼆

〇
⼀
六
年
︶ 

牧
⾓
悅
⼦
﹁
賈
誼
の
賦
を
め
ぐ
�
て
﹂︵﹃
⽇
本
中
國
學
會
報
﹄
第
六
⼗
七
集
︑
⼆
〇
⼀
五
年
︶ 

牧
⾓
悅
⼦
﹁
曹
操
と
樂
府
﹁
新
聲
﹂﹁
新
詩
﹂
の
語
を
め
ぐ
�
て
﹂︵﹃
經
國
と
⽂
章̶

̶

漢
魏
六
朝
⽂
學
論
﹄︑
汲
古
書
院
︑
⼆
〇
⼀
⼋

年
︶ 

松
浦
千
春
﹁
魏
晉
南
朝
の
帝
位
繼
承
と
釋
奠
儀
禮
﹂(

東
北
⼤
學
﹃
東
洋
史
論
集
﹄
第
九
輯
︑
⼆
〇
〇
三
年) 

松
本
幸
男
﹃
魏
晉
詩
壇
の
硏
究
﹄︵
朋
友
書
店
︑
⼀
九
九
五
年
︶ 

宮
崎
市
定
﹃
九
品
官
⼈
法
﹄︵﹃
宮
崎
市
定
全
集
﹄
卷
六
︑
岩
波
書
店
︑
⼀
九
九
⼆
年
︶ 

宮
本
勝
﹁
列
⼥
傳
の
刊
本
及
び
頌
圖
に
つ
い
て
﹂︵﹃
北
海
道
⼤
學
⽂
學
部
紀
要
﹄
三
⼗
⼆―

⼀
︑
⼀
九
⼋
三
年
︶ 

向
島
成
美
﹁
陸
機
の
⽂
の
賦̶

̶

修
辭
主
義
の
發
展
︽
詩
は
情
に
緣
る
︾﹂︵
伊
藤
⻁
丸
︑
橫
⼭
伊
勢
雄
編
﹃
中
國
の
⽂
學
論
﹄︑
汲
古
書
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院
︑
⼀
九
⼋
七
年
︶ 

森
三
樹
三
郎
﹃
六
朝
⼠
⼤
夫
の
精
神
﹄︵
同
朋
舍
︑
⼀
九
⼋
六
年
︶ 

森
野
繁
夫
﹃
六
朝
詩
の
硏
究
﹄︵
第
⼀
學
習
社
︑
⼀
九
七
六
年
︶ 

⽮
⽥
博
⼠
﹁
愍
懷
太
⼦
の
東
宮
に
お
け
る
詩
歌
制
作
の
新
た
な
る
展
開
﹂︵﹃
六
朝
學
術
學
會
報
﹄︑
第
九
集
︑
⼆
〇
〇
⼋
年
︶ 

⽮
嶋
美
都
⼦
﹁
陸
機
の
﹁
魏
の
武
帝
を
弔
う
⽂
﹂―

―

曹
操
の
遺
⾔
を
め
ぐ
�
て―

―

﹂︵﹃
あ
あ
哀
し
い
か
な―

死
と
向
き
合
う
中
國

⽂
學
﹄︑
汲
古
書
院
︑
⼆
〇
〇
⼆
年
︶ 

安
⽥
⼆
郎
﹁
晉
武
帝
好
⾊
考
﹂︵﹃
東
北
⼤
學
東
洋
史
論
集
﹄
第
七
號
︑
⼀
九
九
⼋
年
︶ 

柳
川
順
⼦
﹁
陸
機
に
お
け
る
﹃
辨
亡
論
﹄
制
作
の
意
圖
﹂︵﹃
筑
紫
⼥
學
園
⼤
學
紀
要
﹄
第
⼆
號
︑
⼀
九
九
〇
年
︶ 

柳
川
順
⼦
﹁
陸
機
﹃
擬
古
詩
﹄
試
論
﹂︵﹃
筑
紫
⼥
學
園
⼤
學
國
際
⽂
學
硏
究
所
論
叢
﹄
第
⼆
號
︑
⼀
九
九
⼀
年
︶ 

柳
川
順
⼦
﹁
陸
機
擬
す
る
所
の
古
詩
に
つ
い
て
﹂︵﹃
中
國
⽂
學
論
集
﹄
第
⼆
⼗
⼋
號
︑
⼀
九
九
九
年
︶ 

柳
川
順
⼦
﹁
陸
機
に
お
け
る
﹃
擬
古
詩
﹄
制
作
の
動
機
に
つ
い
て
﹂︵﹃
六
朝
學
術
學
會
報
﹄
第
⼆
集
︑
⼆
〇
〇
⼀
年
︶ 

柳
川
順
⼦
﹃
漢
代
五
⾔
詩
歌
史
の
硏
究
﹄︑
創
⽂
社
︑
⼆
〇
⼀
三
年
︶ 

橫
⼭
弘
﹁
陸
庾
連
珠
⼩
考
﹂︵
京
都
⼤
學
中
國
⽂
學
會
﹃
中
國
⽂
學
報
﹄
第
⼆
⼗
⼆
册
︑
⼀
九
六
⼋
年
︶ 

橫
⼭
弘
﹁
歷
代
連
珠
集
１
﹂︵﹃
天
理
⼤
學
學
報
﹄
第
⼋
五
號
︑
⼀
九
七
三
年
︶ 

橫
⼭
弘
﹁
歷
代
連
珠
集
２
﹂︵﹃
⼥
⼦
⼤
⽂
學
︵
國
⽂
篇
︶﹄
第
⼆
⼗
七
號
︑
⼀
九
七
六
年
︶ 

橫
⼭
弘
﹁
歷
代
連
珠
集
３
﹂︵﹃
⼥
⼦
⼤
⽂
學
︵
國
⽂
篇
︶﹄
第
⼆
⼗
⼋
號
︑
⼀
九
七
七
年
︶ 

橫
⼭
弘
﹁
歷
代
連
珠
集
４
﹂︵﹃
⼥
⼦
⼤
⽂
學
︵
國
⽂
篇
︶﹄
第
三
⼗
⼀
號
︑
⼀
九
⼋
〇
年
︶ 

橫
⼭
弘
﹁
歷
代
連
珠
集
補
篇
﹂︵﹃
⼥
⼦
⼤
⽂
學
︵
國
⽂
篇
︶﹄
第
三
⼗
五
號
︑
⼀
九
⼋
四
年
︶ 

橫
⼭
弘
﹁
歷
代
連
珠
集
續
補
﹂︵﹃
⼥
⼦
⼤
⽂
學
︵
國
⽂
篇
︶﹄
第
三
⼗
⼋
號
︑
⼀
九
⼋
七
年
︶ 

吉
川
幸
次
郎
﹁
史
傳
の
⽂
學
﹂︵﹃
⽂
明
の
か
た
ち
﹄︑
講
談
社
﹁
思
想
と
の
對
話
﹂︑
⼀
九
六
⼋
年
︶ 

吉
川
忠
夫
﹃
六
朝
精
神
史
硏
究
﹄︵
同
朋
舎
︑
⼀
九
⼋
四
年
︶ 

李
開
元
﹃
漢
帝
國
の
成
⽴
と
劉
邦
集
團
﹄︵
汲
古
書
院
︑
⼆
〇
〇
〇
年
︶ 
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林
曉
光
﹁
漢
魏
六
朝
⽂
學
に
お
け
る
﹃
頌
﹄
に
つ
い
て
﹂︵﹃
六
朝
學
術
學
會
報
﹄
第
⼗
⼆
集
︑
⼆
〇
⼀
⼀
年
︶ 

渡
邉
義
浩
﹁
陸
機
の
君
主
觀
と
﹁
弔
魏
武
帝
⽂
﹂﹂︵﹃
⼤
東
⽂
化
⼤
學
漢
學
會
誌
﹄
第
四
⼗
九
號
︑
⼆
〇
⼀
〇
年
︶ 

渡
邉
義
浩
﹁
陸
機
の
﹁
封
建
﹂
論
と
貴
族
制
﹂︵﹃
⽇
本
中
國
學
會
報
﹄
第
六
⼗
⼆
集
︑
⼆
〇
⼀
〇
年
︶ 

渡
邉
義
浩
﹃
⻄
晉
﹁
儒
教
國
家
﹂
と
貴
族
制
﹄︵
汲
古
書
院
︑
⼆
〇
⼀
〇
年
︶ 

 
中
國
⼤
陸
︵
ア
ル
フ
j
ベ
ÿ
ト
順
︶ 

 

曹
道
衡
﹁
陸
機
事
跡
雜
考
﹂︵﹃
中
古
⽂
史
叢
稿
﹄︑
河
北
⼤
學
出
版
社
︑
⼆
〇
〇
三
年
︶ 

陳
⻑
琦
﹃
六
朝
制
度
﹄︵
南
京
出
版
社
︑
⼆
〇
⼀
〇
年
︶ 

陳
⻑
琦
﹁
曹
操
⾼
陵
早
期
被
盜
問
題
考
略
﹂︵﹃
歷
史
硏
究
﹄︑
⼆
〇
⼀
⼆
年
第
六
期
︶ 

陳
開
梅
﹃
先
唐
頌
體
硏
究
﹄︵
中
⼭
⼤
學
出
版
社
︑
⼆
〇
〇
七
年
︶ 

陳
侃
理
﹁
序
數
紀
⽇
的
產
⽣
與
通
⾏
﹂︵﹃
⽂
史
﹄︑
⼆
〇
⼀
六
年
︑
第
三
期
︶ 

陳
莊
﹁
陸
機
⽣
平
三
考
﹂︵﹃
四
川
⼤
學
學
報
﹄
⼀
九
⼋
三
年
︑
第
四
期
︶ 

程
千
帆
﹃
⽂
論
⼗
箋
﹄︵
河
北
教
育
出
版
社
︑
⼆
〇
〇
〇
年
︶ 

戴
燕
﹁
吳
何
以
亡―

―

陸
機
﹁
辨
亡
論
﹂
硏
究
﹂︵
臺
湾
國
⽴
清
華
⼤
學
中
國
⽂
學
系
﹃
清
華
中
⽂
學
報
﹄
第
⼆
⼗
期
︑
⼆
〇
⼀
⼋
年
︶ 

范
⽂
瀾
﹃
⽂
⼼
雕
⿓
注
﹄︵
⼈
⺠
⽂
學
出
版
社
︑
⼀
九
六
⼆
年
︶ 

傅
剛
﹃
漢
魏
六
朝
⽂
學
與
⽂
獻
論
稿
﹄︵
商
務
印
書
館
︑
⼆
〇
⼀
六
年
︶ 

傅
剛
﹃
魏
晉
南
北
朝
詩
歌
史
論
﹄︵
商
務
印
書
館
︑
⼆
〇
⼀
七
年
︶ 

顧
農
﹁
陸
機
還
鄉
及
其
相
關
作
品
﹂︵﹃
⽂
學
遺
產
﹄︑
⼆
〇
⼀
⼀
年
︑
第
三
期
︶ 

顧
農
﹁
陸
機
⽣
平
著
作
考
辨
三
題
﹂︵﹃
清
華
⼤
學
學
報
﹄︑
⼆
〇
〇
五
年
︑
第
四
期
︶ 

顧
農
﹁
陸
機
詩
⽂
係
年
解
讀
三
題
﹂︵﹃
⽂
獻
﹄︑
⼆
〇
〇
⼋
年
︑
第
⼀
期
︶ 

顧
農
﹃
漢
末
三
國
兩
晉
⽂
學
史
�
從
孔
融
到
陶
淵
明
﹄︵
鳳
凰
出
版
社
︑
⼆
〇
⼀
三
年
︶ 
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郭
紹
虞
﹁
關
於
⽂
賦
的
評
價
﹂︵﹃
⽂
學
評
論
﹄︑
⼀
九
六
三
年
︑
第
四
期
︶ 

郭
紹
虞
﹁
論
陸
機
⽂
附
中
之
所
謂
﹁
意
﹂﹂︵﹃
⽂
學
評
論
﹄︑
⼀
九
六
⼀
年
︑
第
四
期
︶ 

郭
預
衡
﹃
中
國
散
⽂
史
﹄︵
上
海
古
籍
出
版
社
︑
⼆
〇
〇
〇
年
︶ 

郝
⽴
權
﹃
陸
⼠
衡
詩
註
﹄︵
⼈
⺠
⽂
學
出
版
社
︑
⼀
九
五
⼋
年
︶ 

韓
格
平
﹃
建
安
七
⼦
集
校
註
譯
析
﹄︵
吉
林
⽂
史
出
版
社
︑
⼀
九
九
⼀
年
︶ 

胡
寶
國
﹃
漢
唐
間
史
學
的
發
展
﹄︵
北
京
⼤
學
出
版
社
︑
⼆
〇
⼀
四
年
︶ 

胡
寶
國
﹁
魏
⻄
晉
的
九
品
中
正
制
﹂︵﹃
將
無
同 

中
古
史
硏
究
論
⽂
集
﹄︑
中
華
書
局 

︑
⼆
〇
⼆
〇
年
︶ 

⿈
侃
﹃
⽂
選
平
點
﹄︵
中
華
書
局
︑
⼆
〇
〇
六
年
︶ 

姜
劍
雲
﹃
太
康
⽂
學
硏
究
﹄︵
中
華
書
局
︑
⼆
〇
〇
三
年
︶ 

姜
亮
夫
﹃
陸
平
原
年
譜
﹄︵
古
典
⽂
學
出
版
社
︑
⼀
九
五
四
年
︶ 

景
蜀
慧
﹃
魏
晉
⽂
史
尋
微
﹄︵
中
華
書
局
︑
⼆
〇
⼀
⼋
年
︶ 

李
曉
⾵
﹃
陸
機
論
﹄︵
中
州
古
籍
出
版
社
︑
⼆
〇
〇
七
年
︶ 

李
秀
花
﹃
陸
機
的
⽂
學
創
作
與
理
論
﹄︵
⿑
魯
書
社
︑
⼆
〇
〇
⼋
年
︶ 

劉
汝
霖
﹃
漢
晉
學
術
編
年
﹄︵
中
華
書
局
︑
⼀
九
⼋
七
年
︶ 

劉
師
培
﹁
左
盦
⽂
論
﹂︵﹃
國
⽂
⽉
刊
﹄
第
九
期
︑
⼀
九
四
七
年
︶ 

劉
運
好
﹁
陸
機
籍
貫
與
形
跡
考
論
﹂︵﹃
南
京
師
⼤
學
報
﹄︑
⼆
〇
⼀
〇
年
︑
第
四
期
︶ 

劉
志
偉
﹁
陸
機
硏
究
的
反
思
與
展
望
﹂︵﹃
⻄
北
師
範
⼤
學
學
報
﹄︑
⼆
〇
〇
六
年
︑
第
四
期
︶ 

柳
春
新
﹁
陸
機
晉
紀
與
晉
史
的
修
撰
起
源
﹂︵﹃
魏
晉
南
北
朝
隋
唐
史
資
料
﹄
第
三
⼗
⼆
輯
︑
上
海
古
籍
出
版
社
︑
⼆
〇
⼀
五
年
︶ 

林
校
⽣
﹃
⼋
王
之
亂
叢
稿
﹄︵
福
建
⼈
⺠
出
版
社
︑
⼆
〇
〇
三
年
︶ 

林
曉
光
﹁
永
明
政
治
中
的
王
融
⽂
學
﹂︵﹃
王
融
與
永
明
時
代̶

̶

南
朝
貴
族
及
貴
族
⽂
學
的
個
案
硏
究
﹄
第
⼋
章
︑
上
海
古
籍
出
版
社
︑

⼆
〇
⼀
四
年
︶ 

林
曉
光
﹁
漢
魏
六
朝
⽂
學
硏
究
的
三
種
基
本
範
式
再
思
﹂︵
劉
躍
進
︑
程
蘇
東
主
編
﹃
早
期
⽂
本
的
⽣
成
與
傳
播
�
周
秦
漢
唐
讀
書
會
⽂
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匯
﹄
第
⼀
輯
︑
中
華
書
局
︑
⼆
〇
⼀
七
年
︶ 

陸
侃
如
﹃
中
古
⽂
學
繫
年
﹄︵
⿑
魯
書
社
︑
⼀
九
⼋
四
年
︶ 

逯
欽
⽴
﹁
⽂
賦
撰
出
年
代
考
﹂︵﹃
逯
欽
⽴
⽂
存
﹄︑
中
華
書
局
︑
⼆
〇
⼀
〇
年
︶ 

羅
宗
強
﹃
隋
唐
五
代
⽂
學
思
想
史
﹄︵
上
海
古
籍
出
版
社
︑
⼀
九
⼋
六
年
︶ 

駱
鴻
凱
﹃
⽂
選
學
﹄︵
中
華
書
局
︑
⼀
九
三
七
年
︶ 

仇
⿅
鳴
﹃
魏
晉
之
際
的
政
治
權
利
與
家
族
網
絡
﹄︵
上
海
古
籍
出
版
社
︑
⼆
〇
⼀
⼆
年
︶ 

屈
守
元
﹃
⽂
選
導
讀
﹄︵
巴
蜀
書
社
︑
⼀
九
九
三
年
︶ 

沈
⽟
成
﹁﹃
張
華
年
譜
﹄︑﹃
陸
平
原
年
譜
﹄
中
的
幾
個
問
題
﹂︵﹃
⽂
學
遺
產
﹄︑
⼀
九
九
⼆
年
︑
第
三
期
︶ 

沈
⽟
成
﹁﹁
⽵
林
七
賢
﹂
與
﹁
⼆
⼗
四
友
﹂﹂︵﹃
遼
寧
⼤
學
學
報
﹄︑
⼀
九
九
〇
年
︑
第
六
期
︶ 

孫
明
君
﹃
兩
晉
⼠
族
⽂
學
硏
究
﹄︵
中
華
書
局
︑
⼆
〇
⼀
〇
年
︶ 

唐
志
遠
﹃
六
朝
史
學
與
⽂
學
﹄︵
北
京
⼤
學
出
版
社
︑
⼆
〇
⼀
⼋
年
︶ 

萬
繩
楠
﹃
魏
晉
南
北
朝
史
論
稿
﹄︵
雲
⿓
出
版
社
︑
⼀
九
九
四
年
︶ 

王
運
熙
﹃
漢
魏
六
朝
唐
代
⽂
學
論
叢
﹄︵
復
旦
⼤
學
出
版
社
︑
⼆
〇
〇
⼆
年
︶ 

吳
承
學
・
劉
湘
蘭
﹁
頌
贊
類
⽂
體
﹂︵﹃
古
典
⽂
學
知
識
﹄︑
⼆
〇
⼀
〇
年
第
⼀
期
︶ 

吳
承
學
﹃
中
國
古
代
⽂
體
形
態
硏
究
﹄︵
北
京
⼤
學
出
版
社
︑
⼆
〇
⼀
三
年
︶ 

徐
沖
﹃
中
古
時
代
的
歷
史
書
寫
與
皇
帝
權
⼒
起
源
﹄︵
上
海
古
籍
出
版
社
︑
⼆
〇
⼀
七
年
︶ 

楊
鴻
年
﹃
漢
魏
制
度
叢
考
﹄︵
武
漢
⼤
學
出
版
社
︑
⼀
九
⼋
五
年
︶ 

楊
明
﹃
漢
唐
⽂
學
辨
思
錄
﹄︵
上
海
古
籍
出
版
社
︑
⼆
〇
〇
五
年
︶ 

閻
歩
克
﹁
⻄
晉
﹁
清
議
﹂
呼
吁
之
簡
析
及
推
論
﹂︵﹃
樂
師
與
史
官
﹄︑
三
聯
書
店
︑
⼆
〇
〇
⼀
年
︶ 

閻
歩
克
﹃
察
舉
制
度
變
遷
史
稿
﹄︵
遼
寧
⼤
學
出
版
社
︑
⼀
九
九
七
年
︶ 

閻
歩
克
﹁
南
朝
秀
才
策
題
中
之
法
家
論
調
考
析
﹂︵﹃
北
京
⼤
學
學
報
﹄︑
⼀
九
九
七
年
︑
第
⼆
期
︶ 

姚
振
宗
﹃
隋
書
經
籍
志
考
證
﹄︵
清
華
⼤
學
出
版
社
︑
⼆
⼗
五
史
藝
⽂
經
籍
志
考
補
粹
編
第
⼗
五
卷
︑
⼆
〇
⼀
五
年
︶ 
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兪
灝
敏
﹁
⻄
晉
議
晉
書
限
斷
考
辨
﹂︵﹃
安
徽
史
學
﹄︑
⼀
九
九
六
年
︑
第
⼆
期
︶ 

兪
⼠
玲
﹃
⻄
晉
⽂
學
考
論
﹄︵
南
京
⼤
學
出
版
社
︑
⼆
〇
〇
⼋
年
︶ 

兪
⼠
玲
﹃
陸
機
陸
雲
年
譜
﹄︵
⼈
⺠
⽂
學
出
版
社
︑
⼆
〇
〇
九
年
︶ 

余
欣
﹁
史
學
習
染
�
從
漢
書
寫
本
看
典
籍
傳
承
﹂︵﹃
中
古
異
象
︑
寫
本
世
代
的
學
術
︑
信
仰
與
社
會
﹄︑
上
海
古
籍
出
版
社
︑
⼆
〇
⼀
五

年
︶ 

章
太
炎
﹃
菿
漢
三
⾔
﹄︵
遼
寧
教
育
出
版
社
︑
⼆
〇
〇
〇
年
︶ 

張
少
康
﹃
⽂
賦
集
釋
﹄︵
⼈
⺠
⽂
學
出
版
社
︑
⼆
〇
〇
⼆
年
︶ 

張
濤
﹁
史
贊
來
源
⼩
考―

―
讀
劉
向
﹃
列
⼥
傳
﹄
頌
札
記
﹂︵﹃
⽂
獻
﹄
⼀
九
九
五
年
︑
第
⼆
期
︶ 

張
新
科
﹃
唐
前
史
傳
⽂
學
硏
究
﹄︵
⻄
北
⼤
學
出
版
社
︑
⼆
〇
〇
〇
年
︶ 

周
勛
初
﹃
魏
晉
南
北
朝
⽂
學
論
叢
﹄︵
江
蘇
古
籍
出
版
社
︑
⼀
九
九
九
年
︶ 

周
⼀
良
﹃
魏
晉
南
北
朝
史
札
記
﹄︵
中
華
書
局
︑
⼀
九
⼋
五
年
︶ 

周
⼀
良
﹁
魏
晉
南
北
朝
史
學
與
王
朝
禪
代
﹂︵﹃
北
京
⼤
學
學
報
﹄
哲
學
社
會
科
學
版
︑
⼀
九
⼋
七
年
︑
第
⼆
期
︶ 

朱
東
潤
﹁
陸
機
年
表
﹂︵﹃
武
漢
⼤
學
⽂
哲
季
刊
﹄
第
⼀
卷
︑
⼀
九
三
⼀
年
︶ 

祝
總
斌
﹃
兩
漢
魏
晉
南
北
朝
宰
相
制
度
硏
究
﹄︵
北
京
⼤
學
出
版
社
︑
⼆
〇
⼀
七
年
︶ 

 

中
國
⾹
港
・
臺
灣
地
區
︵
ア
ル
フ
j
ベ
ÿ
ト
順
︶ 

 

陳
世
驤
﹁
中
國
的
抒
情
傳
統
﹂︑︵﹃
陳
世
驤
⽂
存
﹄︑
志
⽂
出
版
社
︑
⼀
九
七
⼆
年
︶ 

林
⽂
⽉
﹁
潘
岳
陸
機
詩
中
的
﹁
南
⽅
﹂
意
識
﹂︵﹃
臺
⼤
中
⽂
學
報
﹄
⼀
九
九
⼆
年
︑
第
五
期
︶ 

廖
蔚
卿
﹁
論
連
珠
體
的
形
成
﹂︵﹃
廖
蔚
卿
漢
魏
六
朝
⽂
學
論
集
﹄︑
⼤
安
出
版
社
︑
⼀
九
九
七
年
︶ 

廖
蔚
卿
﹃
中
古
詩
⼈
硏
究
﹄︵
⾥
仁
書
局
︑
⼆
〇
〇
五
年
︶ 

饒
宗
頤
﹃
中
國
史
學
上
之
正
統
論
﹄︵
⾹
港
⿓
⾨
書
店
︑
⼀
九
七
七
年
︶ 
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謝
明
憲
﹁
泰
始
爲
斷
的
歷
史
書
寫
�﹃
晉
書
﹄
限
斷
的
難
題
與
陸
機
的
新
議
﹂︵﹃
臺
⼤
中
⽂
學
報
﹄
⼆
〇
⼀
五
年
︑
第
四
⼗
九
期
︶ 

朱
曉
海
﹁
陸
雲
﹁
與
兄
平
原
書
﹂
臆
次
褊
說
﹂︵﹃
燕
京
學
報
﹄
新
九
期
︑
⼆
〇
〇
〇
年
︶ 

朱
曉
海
﹁
陸
機
⼼
靈
的
困
境
﹂︵﹃
中
華
⽂
史
論
叢
﹄
七
⼗
六
輯
︑
⼆
〇
〇
三
年
︶ 

朱
曉
海
﹁
陸
機
﹁
演
連
珠
﹂
臆
說
﹂︵﹃
⽂
選
與
⽂
選
學
﹄(

學
苑
出
版
社
︑
⼆
〇
〇
三
年) 

朱
曉
海
﹁
陸
機
⼊
洛
年
代
重
探
﹂︵﹃
華
學
﹄
六
輯
︑
⼆
〇
〇
三
年
︶ 

朱
曉
海
﹁
潘
岳
論
﹂︵﹃
燕
京
學
報
﹄︑
⼆
〇
〇
三
年
︑
新
⼗
五
期
︶ 

朱
曉
海
﹁﹁
⽂
賦
﹂
通
釋
﹂︵﹃
清
華
學
報
﹄
新
三
⼗
三
卷
⼆
期
︑
⼆
〇
〇
三
年
︶ 

朱
曉
海
﹁
論
陸
機
﹁
擬
古
詩
﹂﹂︵﹃
臺
灣
⼤
學
中
⽂
學
報
﹄
⼗
九
期
︑
⼆
〇
〇
三
年
︶ 

朱
曉
海
﹁
⻄
晉
佐
命
功
⾂
銘
饗
表
微
﹂︵﹃
臺
⼤
中
⽂
學
報
﹄︑
⼆
〇
〇
三
年
︶ 

朱
曉
海
﹁
⽂
選
・
弔
魏
武
帝
⽂
竝
序
今
本
善
注
補
正
﹂︵﹃
中
國
⽂
選
學
﹄︑
學
苑
出
版
社
︑
⼆
〇
〇
七
年
︶ 
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初
出
⼀
覽 

 
 

序
章 

 

 
陸
機
と
史
傳
體
⽂
學 

書
き
下
ろ
し 

 

第
⼀
章 

 
晉
書
限
斷
論
と
陸
機 

﹁
晉
書
限
斷
論
と
陸
機
﹂︵
九
州
⼤
學
中
國
⽂
學
會
﹃
中
國
⽂
學
論
集
﹄
四
⼗
⼋
號
︑
⼆
〇
⼀
⼋
年
を 

も
と
に
加
筆
修
正
︶ 

 

第
⼆
章  

 
陸
機
﹁
弔
魏
武
帝
⽂
﹂
の
創
作
動
機 

﹁
陸
機
﹁
弔
魏
武
帝
⽂
﹂
執
筆
と
そ
の
後
の
変
化
に
つ
い
て
﹂(

⼆
〇
⼀
九
年
︑
第
七
⼗
⼀
回
⽇
本
中
國 

學
會
發
表
原
稿
に
よ
り
作
成
︶ 

 

第
三
章  

 
陸
機
﹁
漢
⾼
祖
功
⾂
頌
﹂
の
執
筆
と
皇
太
⼦
司
⾺
遹 

﹁
陸
機
﹁
漢
⾼
祖
功
⾂
頌
﹂
の
創
作
時
期
に
つ
い
て
﹂︵
⼆
〇
⼀
九
年
第
七
⼗
⼀
回
⽇
本
中
國
學
會
發 

表
原
稿
に
よ
り
作
成
︶ 

 

第
四
章  

 
陸
機
﹁
演
連
珠
﹂
と
⻄
晉
の
秀
才
策
問 
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書
き
下
ろ
し 

 

結
論 

 
 

陸
機
と
⻄
晉
元
康
時
代 

書
き
下
ろ
し 

 


