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凡

例

一

『

長
生
殿』

本
文
の
底
本
に
は
、
現
在
最
も
流
布
し
て
い
る
徐
朔
方
氏
の
校
注
本
を
用
い
た
が
、
厳
密
な
校
訂
を
施
し
た
呉
梅
校
本

(

劉
世�

『

彙
刻
伝

劇』

所
収)

を
始
め
、
次
の
第
二
項
に
掲
げ
る
諸
書
も
随
時
参
照
し
た
。

二

本
訳
注
に
当
た
り
、
出
典
の
確
認
や
本
文
の
解
釈
等
に
以
下
の
諸
書
を
随
時
参
照
し
た
が
、
訳
注
の
際
に
は
こ
れ
を
一
々
明
示
し
て
い
な
い
。

塩
谷
温

『

国
訳
長
生
殿』

(『

国
訳
漢
文
大
成』
所
収
、
一
九
二
三
年)

徐
朔
方
校
注

『

長
生
殿』
(

人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
五
八
年)

曽
永
義

『

中
国
古
典
戯
劇
選
注』

所
収

『

長
生
殿』

(
国
家
出
版
社
、
一
九
七
四
年)

蔡
運
長

『

長
生
殿
通
俗
注
釈』

(

雲
南
人
民
出
版
社
、
一
九
八
七
年)

岩
城
秀
夫

『

長
生
殿』

(

平
凡
社
東
洋
文
庫
、
二
〇
〇
四
年)

三

本
訳
注
で
は
、
主
に
前
記
参
考
書
に
於
い
て
な
お
未
注
の
故
事
出
拠
等
に
つ
い
て
注
出
す
る
事
に
し
た
。
全
般
的
総
合
的
な
注
に
つ
い
て
は
、
康
保
成
・

竹
村
則
行

『

長
生
殿
箋
注』

(

中
州
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
九
年)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

四

【

曲
牌
名】

に
続
く

｢

唱｣

部
分
の
訳
出
は
、
時
に
こ
の
間
に
挟
ま
れ
る
短
い
科
白
や
襯
字
を
も
含
め
て
、【

ゴ
チ
ッ
ク
文
字】

の
体
裁
で
示
し
た
。
ま

た
、
演
員
の
扮
装
や
動
作
、
お
よ
び
唱
や
動
作
の
主
体
を
示
す
ト
書
き
の
部
分
は
、
底
本
の
通
り
に
小
字
で
示
し
た
。

五

訳
語
の
う
ち
、
原
文
の

｢

介｣
｢

科｣
(

し
ぐ
さ)

は
、
一
種
の
術
語
と
し
て
、
そ
の
ま
ま

｢
介｣

｢
科｣

と
し
て
訳
出
し
た
。

『

長
生
殿』

訳
注

(

十
二)
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六

訳
文
は
、【

ゴ
チ
ッ
ク
文
字】

で
示
し
た

｢

唱｣

部
分
の
訳
出
を
含
め
、
荘
重
な
韻
文
の
形
式
を
採
ら
ず
、
意
味
内
容
の
解
釈
を
重
視
し
つ
つ
、
努
め
て

平
易
な
日
本
文
と
な
る
よ
う
に
留
意
し
た
。(｢

唱｣

部
分
の
韻
文
訳
出
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。)

そ
れ
で
も
、
訳
者
の
誤
解
や
力
量
不
足
に
よ
る
生
硬
な

訳
文
を
免
れ
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
諸
先
生
の
忌
憚
無
い
御
指
教
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
る
。

七

前
稿

｢『
長
生
殿』

訳
注

(

一
〜
三
、
六
〜
十)｣

は

『

中
国
文
学
論
集』

二
六
〜
三
十
三
号

(

九
州
大
学
中
国
文
学
会
、
一
九
九
七
〜
二
〇
〇
四
年)

に
訳
載
し
、
ま
た
、
同

(

四
・
五
・
十
一)

は

『

文
学
研
究』

九
十
七
〜
八
、
一
〇
二
輯

(

九
州
大
学
文
学
部
、
二
〇
〇
〇
〜
〇
一
年
、
〇
五
年)

に
訳

載
し
た
。

八

本
訳
注

(

十
二)

(
第
四
十
三
〜
四
十
五
齣)

は
、
二
〇
〇
三
年
十
二
月
〜
〇
四
年
六
月
に
行
わ
れ
た
九
州
大
学
大
学
院
で
の

『

長
生
殿』

演
習
資
料
を

基
に
し
て
、
竹
村
が
新
た
に
浄
書
し
た
。
こ
の
間
の
演
習
に
参
加
し
た
院
生
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

竹
之
内
美
樹
香

・

土
屋

聡

・

有
木

大
輔

・

陣
内

孝
文

陳�
・

西
田
真
理
子

・

赤
嶺

明
乃

・

大
渕

貴
之

第
四
十
三
齣

改

葬

【

商
調

引
子】

【

憶
秦
娥】

(

生
が
二
人
の
侍
従
を
連
れ
て
登
場)

心
傷
む
さ
な
か
、
天
下
の
形
勢
が
一
転
し
て
長
安
に
還
御
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

長
安
に
還
御
す
る
折
、
貴
妃
を
葬
っ
た
馬
嵬
の
こ
の
場
所
に
至
れ
ば
、
足
も
踟�と

ど
こ
お

っ
て
帰
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

朕
は
蜀
か
ら
長
安
へ
還
御
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
変
乱
の
最
中
に
俄
に
命
を
落
と
し
た
貴
妃
を
ま
だ
手
厚
く
葬
っ
て
い
な
い
こ

と
に
心
が
痛
む
。
そ
こ
で
勅
諭
を
下
し
、
真
珠
や
玉
で
作
っ
た
装
束
を
用
意
さ
せ
、
墳
墓
を
改
葬
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。
改
葬
に

は
朕
が
親
し
く
臨
む
つ
も
り
で
あ
り
、
そ
れ
で
こ
う
し
て
馬
嵬
駅
に
駐
蹕
し
て
お
る
。(

涙
す
る
介)

貴
妃
が
絶
命
し
た
仏
堂
の
こ

の
梨
の
樹
に
対
す
れ
ば
、
何
と
も
痛
ま
し
い
限
り
で
あ
る
。

【

商
調

過
曲】

【

山
坡
羊】

つ
く
づ
く
恨
め
し
い
の
は
、
山
河
が
昔
の
ま
ま
で
あ
る

(

１)
こ
と
、
何
と
も
痛
ま
し
い
の
は
、
貴
妃
の
霊
魂
が
血
に

染
ま
っ
て
さ
ま
よ
っ
て
い
る
こ
と
。
こ
の
う
ら
寂
し
い
小
さ
な
仏
堂
に
、
緑
の
葉
を
茂
ら
せ
た
一
本
の
梨
の
樹
。
私
は
空
し
く
嘆
く
が
、

中
国
文
学
論
集

第
三
十
四
号

90
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墓
中
の
貴
妃
は
も
っ
と
苦
し
ん
で
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
月
夜
に
照
ら
さ
れ
、
貴
妃
が
珮
玉
を
鳴
ら
し
て
宮
中
に
帰
る
姿
は
ど
こ
に
も
な

く
、
今
や
そ
の
春
風
の
如
き
美
し
い
絵
姿
を
想
像
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。(

丑
が
ひ
そ
か
に
登
場)

(

生
に
拝
見
す
る
介)

申
し
上
げ
ま
す
。

私
め
、
玉
旨
を
奉
じ
、
貴
妃
様
の
新
し
い
陵
墓
の
築
造
に
取
り
か
か
り
、
準
備
が
整
い
ま
し
た
。
ど
う
か
上
皇
さ
ま
が
臨
幸
さ
れ
、
親

し
く
お
墓
を
開
け
ら
れ
ま
す
よ
う
に
。(

生)

で
は
出
発
の
命
令
を
伝
え
よ
。(

丑)

か
し
こ
ま
り
ま
し
た
。(

命
を
伝
え
る
介)

兵
士
ど
も
、

出
発
じ
ゃ
。(
雑
が
兵
士
に
扮
し
て
登
場
し
、
上
皇
を
導
い
て
行
く
介)

｢

こ
の
馬
嵬
坡
の
泥
土
の
中
に
、
今
や
貴
妃
様
の
玉
顔
は
な
く
、
命
を
落

と
し
た
所
が
空
し
く
残
る
の
み
。｣

(

墓
に
着
く
介)

(

丑)

申
し
上
げ
ま
す
。
こ
の
墓
標
の
白
楊
の
木
の
下
が
、
貴
妃
様
を
埋
葬
し
た
所
で

ご
ざ
い
ま
す
。(

生)
お
お
、
こ
れ
は
、
つ
る
草
が
伸
び
、
風
が
悲
し
く
吹
き
、
陽
光
も
陰
っ
て
い
る
。
貴
妃
よ
貴
妃
、
何
と
ひ
ど
く

悲
し
ま
せ
る
こ
と
よ
。(
哭
く
介)

大
声
で
哭
き
、
貴
妃
の
霊
魂
は
ど
こ
に
い
る
の
か
、
泣
き
叫
ぶ
。
す
す
り
泣
き
、
哀
し
み
の
あ
ま
り
、

涙
枯
れ
る
ま
で
哭
く
。

(

老
旦
、
雑
、
貼
、
浄
の
四
名
の
女
工
が
く
わ
を
持
っ
て
登
場)

(

老
旦)

上
皇
様
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
わ
。
私
た
ち
早
く
行
っ
て
、
お
墓
を
開

け
る
の
に
控
え
ま
し
ょ
う
。(

丑)
お
前
た
ち
は
、
み
な
女
工
か
？

(

一
同
が
返
事
を
す
る
介)

(

丑
が
生
に
申
し
上
げ
る
介)

女
工
ど
も
が

揃
い
ま
し
た
。(

生)

命
令
を
伝
え
よ
。
兵
士
ど
も
は
退
く
よ
う
に
。
高
力
士
、
お
前
が
女
工
の
監
督
と
な
り
、
心
し
て
墓
を
開

け
る
の
だ
。(

丑
が
返
事
を
し
、
命
令
を
伝
え
る
介)

(

兵
士
が
退
場)

(

女
工
達
が
墓
を
掘
る
介
を
す
る)

(

一
同)

【

水
紅
花】

小
高
い
岡
に
向
か
い
、
ひ
た
す
ら
鍬
や
鋤
を
下
ろ
し
て
掘
り
進
む
。
そ
の
当
時
、
貴
妃
様
の
墓
標
に
し
た
白
楊
の
樹
の
あ

た
り
、
今
や
そ
の
玉
体
は
、
香
は
失
せ
て
翠
玉
は
冷
た
く
、
蟻
が
這
い
回
り
、
白
い
肌
は
干
か
ら
び
、
美
し
い
お
顔
は
見
る
影
も
な
い

で
し
ょ
う
。(

一
同
が
驚
く
介)

三
尺

(

約
一
㍍)

ほ
ど
掘
り
進
め
る
と
、
空
っ
ぽ
の
穴
は
あ
っ
た
が
、
貴
妃
様
の
玉
体
は
見
当
た
り
ま
せ

ん
。
よ
も
や
本
当
に
雲
や
雨
と
化
し
て
飛
び
去
り
、
影
も
形
も
無
く
な
っ
た
も
の
か
。
た
だ
、
そ
の
あ
た
り
に
は
芳
香
が
た
ゆ
た
い
、

我
ら
の
衣
服
の
裾
に
纏
い
つ
く

(

２)

ば
か
り
。

(

浄)

あ
ら
、
香
嚢
が
あ
る
わ
。(

丑)

取
っ
て
私
に
見
せ
よ
。(

浄
が
香
嚢
を
渡
し
、
丑
が
受
け
取
っ
て
そ
れ
を
見
て
、
大
声
で
哭
く
介)

あ
あ
、

貴
妃
様
！
お
前
た
ち
は
、
し
ば
ら
く
あ
ち
ら
で
控
え
て
お
れ
。(

一
同
が
返
事
を
し
て
退
場)

(

丑
が
生
に
申
し
上
げ
る
介)

天
子
様
に
申

し
上
げ
ま
す
。
お
墓
を
開
け
ま
し
た
と
こ
ろ
、
中
は
空
洞
で
し
た
。
玉
体
を
お
包
み
し
た
錦
の
褥

し
と
ね
や
殉
葬
し
た
金
の
釵
か
ん
ざ
し、
螺
鈿
の

盒こ
ば
こも
全
く
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
墓
穴
に
た
だ
一
つ
あ
っ
た
香
嚢
が
こ
れ
で
ご
ざ
い
ま
す
。(

生)

そ
ん
な
こ
と
が
あ
る
の
か
！

(

生

『

長
生
殿』

訳
注

(

十
二)

91
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が
香
嚢
を
受
け
取
り
、
そ
れ
を
見
て
大
声
で
哭
く
介)

お
お
！
こ
の
香
嚢
は
、
ま
さ
し
く
曾
て
貴
妃
の
誕
生
日
に
長
生
殿
で
霓
裳
羽
衣
曲

を
舞
っ
た
折
、
朕
が
彼
女
に
賜
っ
た
も
の
だ
。
貴
妃
よ
、
そ
な
た
は
一
体
ど
こ
に
い
る
の
だ
？

【

山
坡
羊】
寒
々
と
物
寂
し
い
も
ぬ
け
の
墓
、
玉
妃
は
ど
こ
へ
行
っ
た
か
、
杳
と
し
て
知
れ
な
い
。
仮
に
玉
体
が
遺
体
を
く
る
ん
だ
錦

の
褥

し
と
ね
と
共
に
ふ
わ
ふ
わ
と
塵
や
埃
に
化
し
た
と
し
て
も
、
ど
う
し
て
あ
の
か
ち
か
ち
硬
い
金
の
釵

か
ん
ざ
し、
螺
鈿
の
盒

こ
ば
こ
も
見
つ
か
ら
な
い
こ
と

が
あ
ろ
う
。
香
嚢
だ
け
が
空
し
く
墓
中
に
残
っ
て
い
た
と
は
、
ど
う
考
え
て
も
理
由
が
分
か
ら
ぬ
。
泰
山
の
神
を
呼
び
出
し
て
問
い
た

だ
す
こ
と
が
で
き
ぬ
の
が
残
念
だ
。(

思
い
を
め
ぐ
ら
す
介)

高
力
士
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
お
前
が
記
憶
違
い
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
？

(

丑)

私
め
は
あ
の
日
、
白
楊
の
樹
皮
を
半
分
削
り
、
墓
標
と
し
て
題
記
致
し
ま
し
た
。
ど
う
し
て
間
違
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。

(

生)

で
は
、
盗
掘
さ
れ
た
の
か
？

(

丑)

も
し
盗
掘
さ
れ
た
の
な
ら
、
ど
う
し
て
香
嚢
を
残
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
？

(

生
が
呆
然
と
し
て
黙

り
込
む
介)

(

丑)

私
め
が
思
い
ま
す
に
、
古
来
、
神
仙
に
は
屍
解
と
い
う
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
貴
妃
様
は
、
あ
る
い
は
屍
解
し
て
仙

人
に
な
ら
れ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
ち
ょ
う
ど
、
あ
の
黄
帝
を
葬
っ
た
橋
山
の
御
陵
に
黄
帝
の
衣
冠
塚
が
あ
る
の
と
同
じ
で
す
。
こ

の
香
嚢
は
貴
妃
様
が
ご
臨
終
の
際
に
身
に
着
け
ら
れ
て
い
た
物
、
こ
れ
を
新
し
い
お
墓
に
埋
葬
さ
れ
れ
ば
、
黄
帝
の
衣
冠
塚
と
同
じ
こ

と
で
す
。(

生)

な
る
ほ
ど
そ
の
通
り
だ
。
高
力
士
、
で
は
こ
の
香
嚢
を
珠
襦
で
く
る
み
、
玉
匣
に
入
れ
、
葬
礼
に
従
っ
て
埋
葬
す
る

の
だ
。(

丑)

か
し
こ
ま
り
ま
し
た
。(

生
が
大
声
で
哭
く
介)

大
声
で
哭
き
、
貴
妃
の
霊
魂
は
ど
こ
に
い
る
の
か
、
泣
き
叫
ぶ
。
す
す
り
泣

き
、
哀
し
み
の
あ
ま
り
、
涙
枯
れ
る
ま
で
哭
く
。

(

丑
が
香
嚢
を
取
り
出
す
介)
(

こ
れ
を
別
の
嚢

ふ
く
ろ

に
入
れ
、
更
に
匣は

こ

に
入
れ
る
介
を
す
る)

貴
妃
様
の
香
嚢
は
し
っ
か
り
と
収
め
た
。
女
工
ど
も
は

ど
こ
だ
？

(

一
同
が
登
場)

(

丑)

お
前
た
ち
は
こ
の
玉
匣
を
貴
妃
様
の
新
し
い
お
墓
に
埋
葬
し
、
す
み
や
か
に
墓
に
土
を
盛
る
の
だ
。

(

一
同
が
墓
に
土
を
盛
る
介
を
す
る)

【

水
紅
花】

あ
の
頃
の
貴
妃
様
の
花
の
容
貌

か
ん
ば
せ

と
か
ぐ
わ
し
い
玉
体
は
、
今
や
無
と
化
し
て
何
も
残
ら
ず
、
た
だ
一
盛
り
の
空
虚
な
墓
が

あ
る
ば
か
り
。
今
日
は
香
嚢
を
包
ん
だ
珠
襦
を
収
め
た
玉
匣
を
、
手
間
を
か
け
て
念
入
り
に
黄
泉
の
国
へ
葬
り
終
え
た
。
こ
こ
に
あ
ら

た
め
て
新
し
い
墓
碑
を
立
て
、
涙
と
と
も
に
懇
ろ
に
碑
文
を
書
く
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
れ
以
後
、
尽
き
せ
ぬ
恨
み
が
山
河
に
満
ち
わ
た

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(

丑)

お
墓
は
完
全
に
封
を
し
た
。
各
人
に
褒
美
と
し
て
銭
一
貫
を
与
え
る
。
帰
っ
て
よ
い
ぞ
。(

一
同
が
お
礼
を
言
い
、
叩
頭
す
る
介)
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(

浄
、
貼
、
雑
が
先
に
退
場)

(

丑
が
老
旦
に
尋
ね
る
介)

お
い
、
婆
さ
ん
、
ど
う
し
て
行
か
ぬ
の
だ
？

(

老
旦)

旦
那
様
に
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
婆
は
、
先
年
、
馬
嵬
坡
の
ほ
と
り
で
楊
貴
妃
様
の
錦
の
襪た

び

を
一
足
拾
い
ま
し
た
も
の
で
す
か
ら
、
上
皇
様
に
献
上
し
よ
う
と

思
っ
て
持
っ
て
参
っ
た
の
で
す
。(

丑)

な
ら
ば
、
上
皇
様
に
申
し
上
げ
よ
う
。(

生
に
見ま

み

え
る
介)

申
し
上
げ
ま
す
。
楊
貴
妃
様
の

錦
の
襪た

び

を
一
足
拾
っ
た
と
い
う
女
工
が
、
上
皇
様
に
献
上
に
参
っ
て
お
り
ま
す
。(

生)

す
ぐ
に
通
せ
。(

丑
が
老
旦
を
喚
び
入
れ
、
お

目
通
り
さ
せ
る
介)

私
め
、
上
皇
様
に
お
目
通
り
致
し
ま
す
。(

襪た
び

を
献
上
す
る
介)

(

生)

持
っ
て
参
れ
。(

丑
が
取
り
次
ぎ
、
生
に
渡
す
介)

(

老
旦
は
起
立
す
る
介)

(

生
が
襪た

び

を
見
て
、
大
声
で
哭
く
介)

や
あ
、
こ
れ
は
確
か
に
貴
妃
の
錦
の
襪た

び

だ
。
な
ん
と
、
芳
香
は
失
せ
て
お
ら

ぬ
し
、
蓮
華
の
刺
繍
も
ま
だ
残
っ
て
い
る
。
あ
あ
、
貴
妃
よ
、(

大
声
で
哭
く
介)

【

山
坡
羊】

し
な
や
か
に
鉤
の
よ
う
に
彎
曲
し
た
錦
の
襪た

び

を
再
び
眼
に
す
れ
ば
、
ま
だ
ほ
ん
の
り
と
余
香
が
漂
っ
て
い
る
。
あ
の
頃
、

彼
女
が
軽
や
か
に
翠
盤
の
上
で
舞
い
を
舞
っ
た
が
、
そ
の
華
奢
な
足
取
り
は
、
ま
る
で
鴛
鴦
の
舞
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
ま
た
思
い
出
す
、

深
酒
し
て
酔
い
の
残
る
夜
更
け
、
夢
を
見
て
い
る
彼
女
の
美
し
い
寝
姿
に
見
入
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
。
今
日
私
は
、
主
の
い
な
い
香
嚢

と
錦
の
襪た

び

を
眼
に
し
て
、
尽
き
せ
ぬ
恨
み
に
と
ら
わ
れ
る
。(

生
が
大
声
で
哭
く
介)

大
声
で
哭
き
、
貴
妃
の
霊
魂
は
ど
こ
に
い
る
の
か
、

泣
き
叫
ぶ
。
す
す
り
泣
き
、
哀
し
み
の
あ
ま
り
、
涙
枯
れ
る
ま
で
哭
く
。

高
力
士
、
そ
の
者
に
銭
五
千
貫
を
与
え
よ
。
そ
し
て
こ
の
地
で
貴
妃
の
墓
の
守
り
を
さ
せ
る
の
だ
。(

老
旦
が
叩
頭
す
る
介)

上
皇
様
、

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。(

老
旦
が
起
ち
上
が
り
、
鋤
を
見
る
介)

｢

私
は
こ
れ
か
ら
、
二
度
と
鋤
持
つ
女
に
つ
い
て
働
く
こ
と
も
な
い
。

た
ん
ま
り
ご
褒
美
を
頂
戴
し
た
か
ら
に
は
喜
ん
で
墓
守
り
に
な
ろ
う
。｣

(

退
場)

(

外
が
四
名
の
兵
士
を
連
れ
て
登
場)

｢

見
る
間
に
天
地

が
開
か
れ
て
新
帝
が
即
位
さ
れ
、
日
月
の
よ
う
に
神
々
し
い
勅
額
が
高
く
掲
げ
ら
れ
る
の
を
眼
の
当
た
り
に
す
る
。｣

(

上
皇
に
見ま
み

え

る
介)

臣
は
朔
方
節
度
使
の
郭
子
儀
、
こ
の
た
び
今
上
陛
下
の
御
命
を
奉
じ
、
儀
仗
隊
を
整
え
、
恭
し
く
上
皇
陛
下
を
お
迎
え
に

参
り
ま
し
た
。(

生)

卿
は
逆
賊
を
平
定
し
て
長
安
を
奪
還
し
、
宗
廟
を
建
て
直
し
て
天
地
を
新
た
に
し
た
。
実
に
不
世
出
の
大

功
で
あ
る
。(

外)

臣
は
総
司
令
官
を
忝
な
く
し
な
が
ら
、
逆
賊
の
平
定
に
手
間
取
り
ま
し
た
。
有
罪
を
免
れ
ま
せ
ん
の
に
、
何

の
功
績
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。(

生)

何
を
申
す
か
。
高
力
士
、
出
発
す
る
よ
う
申
し
つ
け
よ
。(

丑)

か
し
こ
ま
り
ま
し
た
。(

命
令
を

伝
え
る
介)

(

生
が
礼
装
に
着
替
え
る
介)

(

一
同
が
生
を
先
導
し
て
行
く
介)

【

水
紅
花】

五
色
の
雲
や
霊
芝

(

３)

に
彩
ら
れ
た
御
車
に
乗
っ
て
長
安
に
帰
還
す
れ
ば
、
道
の
辺
に
は
慶
祝
の
旗
が
溢
れ
て
い
る
。
老
い
も
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若
き
も
み
な
手
を
取
り
合
い
、
再
び
天
願
を
拝
し
て
歓
呼
の
声
を
あ
げ
る
。
こ
れ
よ
り
、
上
皇
の
私
は
隠
居
と
な
っ
て
余
生
を
楽
し
み
、

漢
の
劉
邦
が
老
父
の
た
め
に
新
豊
に
別
墅
を
定
め
て
世
話
を
し
た
よ
う
に
、
新
帝

(

粛
宗)

の
世
話
を
受
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
う

し
て
、
皇
位
は
千
万
年
も
揺
る
ぎ
な
く
継
承
さ
れ
て
ゆ
く
の
だ
。

驃
騎
大
将
軍
の
高
力
士
が
貴
妃
墓
の
改
葬
の
た
め
に
都
へ
帰
る
折
し
も
、

馬
嵬
ま
で
来
れ
ば
断
腸
の
思
い
が
す
る
。

徐�

そ
し
て
馬
の
手
綱
を
返
し
て
墓
丘
を
下
り
る
、
そ
の
足
取
り
の
何
と
重
い
こ
と
か
。

杜

牧

楊
貴
妃
を
葬
っ
た
こ
の
地
を
過
ぎ
れ
ば
、
尽
き
せ
ぬ
恨
み
が
湧
い
て
く
る
。

劉

滄

貴
妃
墓
に
は
空
し
く
香
嚢
が
残
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、

貴
妃
の
遺
体
が
無
か
っ
た
こ
と
を
思
い
、
涙
が
し
と
ど
に
流
れ
落
ち
る
。

鄭

嵎

注

(

１)

原
文
は

｢

江
山
如
故｣

。
宋
・
王
安
石

｢

金
山
寺｣
詩
に

｢

樹
木
有
春
意
、
江
山
如
故
人｣

と
あ
り
、
同
じ
く
岳
飛

｢

満
江
紅｣

詞
に

｢

嘆
江
山
如
故
、
千
村
寥
落｣

と
あ
る
。

(

２)

原
文
は

｢

襲
人
裾｣

。
唐
・
盧
照
鄰
の

｢

長
安
古
意｣

詩
に

｢
独
有
南
山
桂
花
発
、
飛
来
飛
去
襲
人
裾｣

と
あ
る
。

(

３)

原
文
は

｢

五
雲
芝
蓋｣

。
北
周
・�
信
の

｢

道
士
歩
虚
詞｣

に

｢
東
明
九
芝
蓋
、
北
燭
五
雲
車｣

と
あ
る
。
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第
四
十
四
齣

慫

合

【

南
呂

引
子】

【
阮
郎
帰】

(

小
生
が
登
場)

大
空
に
梧
桐
の
落
ち
葉
が
舞
い
始
め
、
又
も
秋
風
の
吹
く
季
節
と
な
っ
た
。
白
雲
の
彼
方
に
き
れ

い
に
鵲
の
橋
が
懸
か
り
、
天
の
河
を
隔
て
て
影
が
ゆ
ら
め
い
て
い
る
の
が
見
え
る
。

｢

仙
界
で
は
何
と
別
離
が
多
く
、
愛
す
る
二
人
を
遠
く
に
別
れ
さ
せ
、
こ
と
さ
ら
に
再
会
の
機
会
を
作
ら
せ
る
こ
と
か
。
天
空
の

銀
河
の
両
岸
に
別
れ
さ
せ
ら
れ
た
我
ら
二
人
は
、
秋
風
が
吹
い
て
夜
露
に
ぬ
れ
る
今
宵
こ
そ
が
逢
瀬
の
時
。｣

私
は
牽
牛
で
す
。

今
宵
は
下
界
で
は
上
元
二
年
七
月
七
夕
、
織
女
様
が
間
も
な
く
天
の
河
を
渡
ら
れ
る
の
で
、
先
に
こ
の
河
辺
に
控
え
て
お
り
ま
す
。

思
い
起
こ
せ
ば
天
宝
十
載
、
私
が
こ
こ
で
織
女
様
と
お
会
い
し
た
時
、
下
界
の
唐
の
天
子

(

玄
宗)

が
楊
貴
妃
と
長
生
殿
で
終
生

の
夫
婦
に
な
ろ
う
と
祈
り
誓
っ
て
お
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
思
わ
ぬ
こ
と
に
、
あ
っ
と
い
う
間
に
唐
の
天
子
が
楊
貴
妃
を
む
ざ
む

ざ
見
殺
し
に
し
た
と
は
、
何
と
も
可
哀
想
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

【

南
呂

過
曲】

【

香�
満】

絶
世
の
美
人
が
、
千
年
来
最
も
ゆ
ゆ
し
い
冤
罪
に
遭
い
、
永
遠
の
情
縁
を
む
ざ
む
ざ
と
断
ち
切
ら
れ
た
。
そ
の

憐
れ
さ
は
已
む
こ
と
が
な
い
。
二
人
が
、
生
死
を
隔
て
て
二
度
と
会
わ
ず
、
千
々
に
乱
れ
る
悲
し
み
を
空
し
く
留
め
、
永
遠
の
愛
を
契
っ

た
七
夕
の
誓
い
に
背
く
こ
と
に
な
ろ
う
と
は
。

【

朝
天
嬾】

【

朝
天
子】

(

貼
が
二
人
の
仙
女
に
扮
し
た
雑
を
連
れ
て
登
場)

こ
う
し
て
年
々
天
上
で
逢
瀬
を
重
ね
ら
れ
る
の
は
、
下
界
の
恋
人
た

ち
の
情
縁
が
浅
は
か
で
移
り
気
な
の
と
は
大
違
い
。
見
れ
ば
牽
牛
様
が
天
の
河
の
河
畔
で
一
人
落
ち
着
か
な
い
様
子
、
そ
こ
で
車
を
急

き
立
て
る
。(

雑
が
報
じ
る
介)

織
女
様
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。(
小
生
が
出
迎
え
る
介)

織
女
様
、
よ
う
こ
そ
。(

織
女
と
向
き
合
っ
て
拝
礼
す

る
介)

【

嬾
画
眉】
(

合
唱)

二
人
は
出
会
え
ば
に
っ
こ
り
と
笑
い
、
深
々
と
拝
礼
す
る
。
離
れ
て
暮
ら
し
た
こ
の
一
年
の
思
い
は
、
お
互

い
に
よ
く
分
か
っ
て
い
る
。

(

小
生)

織
女
様
、
一
緒
に
斗
牛
宮
へ
参
り
ま
し
ょ
う
。(

貼
の
手
を
取
っ
て
行
く
介)

｢

こ
う
し
て
手
を
取
り
合
っ
て
雲
中
を
歩
め
ば
、

(

貼)

天
衣
の
も
す
そ
が
風
に
ひ
ら
ひ
ら
舞
い
上
が
る
。(

合
唱)

渚
に
鵲
が
集
う
天
の
河
は
き
ら
き
ら
輝
き
、
織
女
と
牽
牛
の
二
星

が
、
今
や
斗
牛
宮
へ
集
ま
る
。｣

(

到
着
す
る
介)

(

雑
が
そ
っ
と
退
場)

(

小
生)

織
女
様
、
お
坐
り
下
さ
い
。(

織
女
が
坐
る
介)
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【
二
犯
梧
桐
樹】

【

金
梧
桐】

斗
牛
宮
の
帷
帳
に
は
美
し
い
瓊
花
の
刺
繍
が
施
さ
れ
、
霞
の
よ
う
な
錦
織
の
緞
帳
に
真
珠
の
飾
り
が
揺
れ

る
。(
貼
が
合
唱)

こ
の
斗
牛
宮
で
、
今
宵
こ
そ
年
に
一
度
の
逢
瀬
。【

梧
桐
樹】

こ
う
し
て
天
空
の
銀
河
で
の
二
人
の
逢
瀬
は
永
遠
不
変

の
も
の
で
あ
り
、
俗
界
の
よ
う
に
朝
に
夕
に
顔
を
会
わ
せ
る
必
要
も
な
い
。【

五
更
転】

願
わ
く
は
、
彼
ら
地
上
の
夫
婦
も
、
我
々
の

よ
う
に
永
遠
に
仲
む
つ
ま
じ
く
あ
ら
ん
こ
と
を
。

(

小
生)
織
女
様
、

【

浣
渓
紗】

し
ば
ら
く
お
待
ち
を
。
そ
の
人
の
世
に
も
、
ど
う
し
て
も
忘
れ
ら
れ
な
い
処
が
あ
り
ま
す
。(

貼)

忘
れ
ら
れ
な
い
処
と
は
？

(

小
生)

覚
え
て
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
長
生
殿
で
二
人
が
、
曾
て
我
ら
に
向
か
っ
て
香
を
焚
き
、
揃
っ
て
誓
い
を
立
て
て
い
た
こ
と
を
。

(

貼)

そ
れ
は
李
三
郎

(

玄
宗)
と
楊
玉
環
の
事
で
す
ね
。
ど
う
し
て
忘
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。(

小
生)

織
女
様
は
お
忘
れ
で
な

か
っ
た
、
殺
さ
れ
た
彼
女
が
永
久
に
心
傷
む
あ
の
世
に
落
と
さ
れ
、
彼
ら
二
人
が
永
遠
の
夫
婦
を
誓
い
な
が
ら
、
む
ご
く
も
中
途
で
生

死
の
離
別
を
し
た
こ
と
を
。

(

貼)

楊
玉
環
の
事
を
い
え
ば
、
本
当
に
心
が
痛
み
ま
す
。
私
は
前
に
馬
嵬
の
土
地
神
の
上
奏
に
よ
っ
て
知
り
ま
し
た
が
、

【

劉
溌
帽】

思
え
ば
、
彼
女
は
玄
宗
と
生
死
の
境
を
別
に
し
な
が
ら
、
独
り
無
限
の
愛
情
を
抱
き
つ
つ
、
恨
み
を
残
し
て
冥
土
に
落
と

さ
れ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
私
は
、
彼
女
の
無
実
を
天
帝
に
奏
上
し
、
彼
女
が
再
び
蓬
莱
仙
女
に
復
帰
で
き
る
よ
う
に
お
願
い
し
ま
し
た
。

(

小
生
が
微
笑
む
介)

織
女
様
は
そ
の
よ
う
に
配
慮
さ
れ
ま
し
て
も
、
彼
女
は
、

【

秋
夜
月】

天
宮
の
仙
女
と
な
っ
て
も
、
数
多
い
る
仙
女
の
一
人
、
連
れ
を
亡
く
し
た
鵠

は
く
ち
ょ
うや
鸞
が
白
雲
の
中
に
独
り
居
る
よ
う
な
も
の
。

ど
う
し
て
仲
む
つ
ま
じ
く
羽
を
並
べ
る
鴛
鴦
に
か
な
い
ま
し
ょ
う
。
七
夕
に
永
遠
の
契
り
を
交
わ
し
た
の
は
彼
ら
で
す
が
、
二
人
の
団

円
の
成
否
は
全
て
織
女
様
に
か
か
っ
て
い
ま
す
。

(

貼)

牛
郎
様
、
私
と
て
彼
ら
の
断
た
れ
た
情
縁
の
復
縁
を
願
わ
な
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
た
だ
李
三
郎

(

玄
宗)

は
、

【

東
甌
令】

楊
玉
環
と
の
情
愛
を
軽
々
し
く
断
ち
、
永
遠
の
誓
い
を
先
に
破
り
ま
し
た
。
彼
女
の
方
は
ひ
た
む
き
に
一
途
な
愛
情
を
注

い
で
い
ま
し
た
の
に
。
い
つ
も
薄
情
な
男
が
佳
人
の
愛
を
裏
切
る
の
で
す
。
こ
れ
で
は
、
伯
労

も

ず

は
東
に
燕
は
西
に
飛
ぶ
よ
う
な
も
の
。

ど
う
し
て
二
人
を
同
居
さ
せ
ら
れ
ま
し
ょ
う
？

(

小
生)

織
女
様
の
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
、
李
三
郎
も
当
然
非
を
分
か
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
あ
の
日
馬
嵬
の
乱
で
は
、
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【
金
蓮
子】

国
家
の
危
機
に
直
面
し
、
兵
士
ど
も
は
天
子
の
命
令
に
も
反
抗
し
て
貴
妃
の
生
命
を
迫
る
始
末
。
こ
の
情
況
の
中
で
、
ど

う
し
て
今
は
の
際
の
佳
人
の
命
を
救
う
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
玄
宗
が
こ
の
こ
と
を
ど
ん
な
に
悔
恨
し
、
ま
た
悲
傷
に
暮
れ
た
か
、

今
日
で
も
知
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

(

１)

。

(

貼)
牛
郎
様
が
そ
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
る
の
な
ら
ば
、
李
三
郎
の
罪
は
許
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
も
し
彼
が
本
当
に
悔
い
改
め

る
の
な
ら
ば
、
二
人
の
以
前
の
誓
い
を
も
う
一
度
実
現
さ
せ
ま
し
ょ
う
。(

二
人
の
雑
が
登
場)

織
女
様
に
申
し
上
げ
ま
す
。
間
も
な

く
朝
の�
が
鳴
く
頃
で
す
。
ど
う
か
、
天
の
河
を
お
渡
り
下
さ
い
ま
す
よ
う
に
。(

貼)

そ
れ
で
は
、
こ
れ
で
失
礼
し
ま
す
。(

小

生)

河
畔
ま
で
お
送
り
し
ま
す
。(

二
人
手
を
取
っ
て
行
く
介)

【

尾
声】

ど
う
し
た
こ
と
か
、
玄
宗
と
楊
貴
妃
の
恋
愛
の
評
定
に
か
ま
け
、
こ
の
七
夕
の
良
き
夜
を
浪
費
し
て
し
ま
っ
た
。
あ
あ
、
李

三
郎
よ
、
楊
玉
環
よ
、
私
た
ち
が
君
た
ち
の
為
に
あ
た
ら
一
夜
の
時
間
を
過
ご
し
た
こ
と
を
分
か
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
。

我
ら
は
年
に
一
度
、
雲
や
月
を
過
ぎ
り
、
天
の
河
で
会
う
。

杜

牧

今
夜
の
出
会
い
は
、
玄
宗
と
楊
貴
妃
の
往
事
が
思
い
出
さ
れ
て
な
ら
な
い
。

白

居
易

楊
貴
妃
が
仙
女
と
な
っ
て
天
宮
に
帰
る
日
が
来
た
ら
、

劉

滄

も
う
金
輪
際
、
馬
嵬
の
悲
劇
を
恨
ま
な
い
で
ほ
し
い
。

徐�

注

(

１)

こ
こ
の【

東
甌
令】

【

金
蓮
子】

の
唱う

た

は
、
玄
宗
の
薄
情
を
な
じ
る
織
女
に
対
し
て
、
牽
牛
が
力
強
く
玄
宗
の
た
め
に
弁
明
し
て
い
る
。

従
来
の
関
連
作
品
で
も
、
牽
牛
に
こ
の
よ
う
な
確
か
な
人
格
を
与
え
た
作
品
例
を
聞
か
な
い
。
こ
の
部
分
は
、
玄
宗
も
馬
嵬
に
お
け
る

楊
貴
妃
の
落
命
に
つ
い
て
は
不
可
抗
力
の
無
罪
で
あ
っ
た
と
し
て
、
次
の
天
上
で
の
二
人
の
団
円
に
導
く
伏
線
を
な
し
て
い
る
が
、
こ

の
よ
う
に
、
牽
牛
の
弁
明
を
籍
り
て
玄
宗
の
弁
明
を
す
る
の
は
作
者
の
新
機
軸
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
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第
四
十
五
齣

雨

夢

【

越
調

引
子】

【
霜
天
暁
角】

(

生
が
登
場)

貴
妃
を
失
っ
た
朕
は
深
い
愁
い
に
閉
ざ
さ
れ
、
見
果
て
ぬ
貴
妃
の
夢
を
見
続
け
、
白
髪
も
め
っ
き

り
増
え
た
。
さ
て
も
辛
い
の
は
佳
人
を
早
く
失
っ
た
こ
と
、
孤
独
の
夜
に
心
を
傷
め
、
や
る
せ
な
い
宵
を
恨
む
。

｢

静
か
な
夜
の
雨
音
に
堪
え
か
ね

(

１)

、
黄
泉
に
い
る
貴
妃
を
思
っ
て
は
心
痛
め
る
。
灯
明
の
芯
を
掻
き
立
て
尽
く
し
て
も
寝
付
か
れ

な
い
。
侘
し
い
こ
の
南
内

(

興
慶
宮)

、
貴
妃
以
外
の
話
し
相
手
は
誰
が
い
よ
う
？｣

朕
は
蜀
よ
り
京
に
還
御
し
て
以
後
、
南
内
に

隠
居
し
、
日
が
な
貴
妃
を
思
っ
て
暮
ら
し
て
い
る
。
先
ご
ろ
貴
妃
墓
を
改
葬
し
た
際
、
遺
骸
を
人
目
見
た
か
っ
た
が
、
ま
さ
か
墓

の
中
が
空
で
、
香
嚢
が
一
つ
残
っ
て
い
る
だ
け
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
果
た
し
て
貴
妃
は
登
仙
し
た
の
か
、
は
た
ま
た
玉
体
が
土

と
化
し
て
消
滅
し
た
の
か
、
徒
に
あ
れ
こ
れ
思
い
あ
ぐ
ね
つ
つ
、
ど
う
か
し
て
貴
妃
に
人
目
会
い
た
い
も
の
だ
。
今
夜
は
こ
の
庭

一
面
に
降
り
し
き
る
長
雨
、
憂
わ
し
く
半
ば
薄
暗
い
灯
火
に
対
す
れ
ば
、
何
と
も
寂
し
い
思
い
に
と
ら
わ
れ
る
。

【

越
調

過
曲】

【

小
桃
紅】

秋
の
夜
長
に
冷
た
い
風
が
雨
を
吹
き
揺
る
が
し
、
雨
粒
が
梧
桐
に
吹
き
付
け
る
音
に
耳
を
澄
ま
す
。
ひ
ゅ
う
ひ
ゅ

う
ざ
わ
ざ
わ
と
鳴
る
雨
音
は
朕
の
愁
い
乱
れ
る
心
を
も
打
ち
付
け
、
止
む
か
と
思
え
ば
ま
た
吹
き
す
さ
ぶ
。
堪
え
き
れ
ぬ
の
は
、
こ
の

鳳
凰
の
刺
繍
を
し
た
帷
帳

と
ば
り

の
中
に
誰
も
い
な
く
、
香
煙
は
消
え
、
朕
が
一
人
坐
し
、
ぽ
つ
ん
と
灯
る
明
か
り
に
相
対
し
て
い
る
こ
と
。

共
に
雨
音
に
耳
を
傾
け
る
貴
妃
が
い
な
い
こ
と
が
恨
め
し
く
、(

涙
す
る
介)

ふ
と
生
前
の
貴
妃
と
の
歓
楽
の
日
々
を
思
い
起
こ
せ
ば
、

止
め
ど
な
く
涙
が
流
れ
落
ち
る
。

(

舞
台
裏
で
初
更《

二
十
時》

の
時
を
打
つ
介)

(

小
生
が
舞
台
裏
で
唱
う
の
を
、
生
が
聴
く
介
を
す
る)

お
や
、
何
処
で
歌
っ
て
い
る
声
だ
ろ
う
？

す
ご
く
寂
し
く
聞
こ
え
る
が
、
ま
さ
か
梨
園
の
旧
人
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ひ
と
つ
簾
の
前
へ
出
て
、
欄
干
に
倚
っ
て
聴
い
て
み
よ

う
。(

起
っ
て
欄
干
に
倚
る
介
を
す
る)

こ
れ
は
張
野
狐
の
歌
声
だ
。
何
の
曲
を
唱
っ
て
い
る
の
か
聴
い
て
み
よ
う
。(

聞
き
耳
を
立
て
な
が

ら
、
す
す
り
泣
い
て
涙
を
流
す
介
を
す
る)

(

小
生
が
舞
台
の
高
所
に
立
っ
て
唱
う
介)

【

下
山
虎】

万
山
た
た
な
づ
く
蜀
へ
の
山
道
に
、
古
い
桟
か
け
は
しが
高
く
険
し
く
架
か
っ
て
い
る
。
に
わ
か
雨
が
木
々
の
梢
に
降
り
か
か
り
、

風
に
吹
か
れ
た
鈴
が
激
し
く
打
ち
鳴
ら
さ
れ
る
。
そ
の
音
は
恨
む
よ
う
に
、
悲
し
む
よ
う
に
響
き
、
耳
に
纏
わ
り
つ
い
て
離
れ
な
い
。
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そ
の
音
が
人
の
い
な
い
山
に
響
け
ば
、
魂
も
消
え
入
る
ば
か
り
。
雨
は
時
に
緩
や
か
に
な
よ
な
よ
と
音
を
立
て
て
響
き
、
時
に
激
し
く

振
動
し
て
鳴
り
響
く
。
貴
妃
を
失
っ
た
傷
心
の
出
来
事
が
、
こ
の
音
に
掻
き
立
て
ら
れ
て
思
い
出
さ
れ
る
ま
ま
、
そ
の
無
念
の
思
い
を

音
曲
に
写
し
て
後
世
に
伝
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

(

舞
台
裏
で
二
更

《

二
十
二
時》

を
打
つ
介)

(

生
が
悲
し
む
介)

お
お
、
何
と
こ
れ
は
朕
が
作
っ
た
雨
霖
鈴
曲
だ
。
思
え
ば
昔
、
朕
が
蜀

へ
の
桟
道
を
通
っ
た
時
、
雨
音
に
鈴
の
音
が
呼
応
す
る
の
を
聞
き
、
貴
妃
を
し
き
り
に
思
い
、
音
声
に
合
わ
せ
て
こ
の
曲
を
作
っ

た
の
だ
。
今
夜
こ
の
曲
を
耳
に
し
て
、
蜀
の
桟
道
の
悲
痛
を
想
い
起
こ
し
、
益
々
断
腸
の
思
い
が
す
る
。

【

五
韻
美】

雨
霖
鈴
の
曲
を
聴
け
ば
、
心
が
傷
む
。
そ
の
寂
し
げ
な
響
き
に
、
貴
妃
を
め
ぐ
る
様
々
な
重
い
が
駆
け
め
ぐ
り
、
私
を
い
っ

そ
う
苦
し
め
る
。
永
遠
に
続
く
こ
の
恨
み
を
、
一
体
誰
が
分
か
っ
て
く
れ
よ
う
。
お
や
、
窓
の
外
の
雨
音
が
益
々
ひ
ど
く
な
っ
た
ぞ
。

雨
は
止
む
か
と
思
え
ば
強
く
降
り
、
そ
れ
に
つ
れ
て
雨
音
が
低
く
な
っ
た
り
、
高
く
な
っ
た
り
す
る
。
私
は
眼
を
閉
じ
て
眠
ろ
う
と
す

れ
ば
、
す
ぐ
窓
辺
の
雨
音
に
夢
を
か
き
乱
さ
れ
る
。

(

丑
が
登
場)

｢

西
の
宮
や
南
の
宮
に
秋
草
が
は
び
こ
り
、
夜
の
雨
に
梧
桐
の
葉
が
落
ち
る
。｣

(

謁
見
す
る
介)

夜
も
更
け
ま
し
た
。
陛

下
に
は
お
休
み
を
。(

舞
台
裏
で
三
更

《
零
時》

の
太
鼓
を
打
つ
介)

(

生)

お
や
、
も
う
三
更
だ
。
で
は
小
机
に
も
た
れ
て
眠
る
こ
と

に
し
よ
う
。
あ
あ
、
今
夜
は
貴
妃
の
ど
ん
な
夢
を
見
ら
れ
る
と
い
う
の
か
。(

天
を
仰
い
で
哭
く
介)

【

南
呂

引
子】

【

哭
相
思】

二
人
は
生
と
死
の
世
界
に
分
か
れ
て
何
年
も
た
っ
た
が
、
貴
妃
の
霊
魂
は
ま
だ
一
度
も
私
の
夢
に
現
れ
た
こ
と

が
な
い
。

(

眠
る
介)

(

丑)

陛
下
は
お
休
み
に
な
ら
れ
た
。
私
も
休
む
こ
と
に
し
よ
う
。(

退
場
す
る
そ
ぶ
り)

(

小
生
と
副
浄
が
二
人
の
侍
従
に
扮
し
、
剣

を
持
っ
て
登
場)
｢

玄
宗
の
貴
妃
へ
の
思
い
は
未
だ
消
え
や
ら
ず
、
そ
の
夢
に
入
っ
て
玄
宗
を
感
動
さ
せ
る
。｣

(

侍
従
が
玄
宗
に
向
か
っ

て
跪
く
介)

天
子
様
、
ど
う
か
お
目
覚
め
を
。(

生
が
目
覚
め
て
二
人
を
見
る
介
を
す
る)

二
人
は
ど
ち
ら
か
ら
参
っ
た
の
か
？

(

小
生
、
副

浄)

我
ら
は
楊
貴
妃
様
の
命
を
奉
じ
、
陛
下
を
お
迎
え
に
参
り
ま
し
た
。

【

越
調

過
曲】
【

五
般
宜】

楊
貴
妃
様
は
、
そ
の
日
、
争
乱
の
最
中
、
惨
禍
に
見
舞
わ
れ
ま
し
た
が
、
人
混
み
に
紛
れ
て
こ
っ
そ
り
身
を
隠

し
、
変
装
し
て
脱
出
し
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
ず
っ
と
天
下
を
流
浪

(

２)

し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。(

生
が
驚
喜
す
る
介)

お
お
っ
、
何
と
貴

妃
は
死
ん
で
い
な
か
っ
た
の
だ
！
で
、
今
は
ど
こ
に
い
る
の
だ
？

(

小
生
、
副
浄)
貴
妃
様
は
陛
下
を
、
朝
な
夕
な
に
偲
ば
れ
、
そ
の
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恨
み
や
愁
い
が
消
え
な
い
た
め
に
、
馬
嵬
駅
の
庭
を
き
れ
い
に
掃
き
清
め
、(

叩
頭
す
る
介)

一
刻
も
早
く
陛
下
が
行
幸
さ
れ
、
未
完
と

な
っ
た
陛
下
と
の
情
縁
を
、
あ
の
牽
牛
と
織
女
の
深
い
契
り
の
よ
う
に
続
け
る
こ
と
を
望
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。

(
生
が
涙
を
流
す
介)

朕
は
貴
妃
の
行
方
を
あ
れ
こ
れ
思
い
悩
ん
で
い
た
が
、
何
と
馬
嵬
駅
の
中
に
い
た
と
は
知
ら
な
か
っ
た
。
そ
な

た
達
二
人
、
早
く
朕
の
供
を
し
て
、
夜
を
徹
し
て
貴
妃
を
迎
え
に
参
る
の
だ
。(

小
生
、
副
浄)

か
し
こ
ま
り
ま
し
た
。(

生
を
案
内
し

て
行
く
介)

【

山
麻�】

【

換
頭】
喜
ば
し
い
こ
と
に
、
花
の
よ
う
な
貴
妃
は
ま
だ
こ
の
世
に
あ
っ
て
、
す
ぐ
に
会
え
る
と
の
知
ら
せ
を
聞
い
た
。
私

は
急
が
せ
て
、
御
苑
の
夾
城
や
複
道
を
こ
っ
そ
り
出
る
。
あ
た
り
は
夜
更
け
て
人
も
い
な
く
、
露
は
冷
た
く
風
は
冷
や
や
か
、
闇
夜
に

道
は
遠
い
が
、
構
わ
ず
に
進
ん
で
ゆ
く
。

(

末
が
登
場
し
、
行
く
手
を
遮
る
介)

陛
下
は
久
し
く
南
内
に
て
安
穏
に
お
暮
ら
し
の
は
ず
を
、
ま
た
ど
う
し
て
深
夜
に
お
忍
び
で
、
ど

こ
へ
お
い
で
に
な
る
の
で
す
？

(
生
が
驚
く
介)

【

蠻
牌
令】

一
体
ど
こ
の
不
埒
な
役
人
が
朕
の
行
く
手
を
遮
り
、
や
か
ま
し
く
騒
ぐ
の
か
？

(

末)

臣
は
陳
玄
礼
で
ご
ざ
い
ま
す
。
陛

下
、
ど
う
か
速
や
か
に
宮
殿
へ
お
帰
り
を
。(
生
が
怒
る
介)

ち
っ
、
陳
玄
礼
、
お
前
は
あ
の
日
、
馬
嵬
駅
で
密
か
に
兵
士
を
そ
そ
の
か

し
て
貴
妃
に
死
を
迫
っ
た
の
だ
。
そ
の
罪
は
誅
殺
し
て
も
足
り
な
い
ほ
ど
だ
。
そ
れ
が
、
今
日
も
ま
た
朕
の
邪
魔
を
す
る
の
か
。
君
臣

の
礼
を
わ
き
ま
え
ず
、
こ
ん
な
に
勝
手
に
ふ
る
ま
う
と
は
何
だ
。(

末)

陛
下
が
宮
殿
に
お
戻
り
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
禁
軍
が
再
び
兵

乱
を
起
こ
す
か
も
知
れ
ま
せ
ん
よ
。(

生)

ち
っ
、
陳
玄
礼
、
お
前
は
朕
が
皇
帝
の
権
力
も
無
く
、
退
位
し
て
隠
居
中
で
あ
る
こ
と
を

侮
り
、
自
分
の
方
に
威
勢
が
あ
り
、
兵
士
も
立
派
で
あ
る
こ
と
を
ひ
け
ら
か
す
の
か
。
こ
の
こ
と
は
国
法
も
許
し
難
く
、
ど
う
し
て
有

罪
を
免
れ
よ
う
。
侍
従
を
呼
べ
、
早
く
こ
の
乱
賊
を
殺
し
て
、
そ
の
首
級
を
晒
し
も
の
に
す
る
の
だ
。

(

小
生
、
副
浄)

か
し
こ
ま
り
ま
し
た
。(

末
を
捕
ら
え
て
殺
し
、
退
場
す
る
介
を
す
る)

天
子
様
に
申
し
上
げ
ま
す
。
馬
嵬
駅
に
到
着
し
ま

し
た
。
ど
う
か
お
入
り
下
さ
い
。(

ひ
そ
か
に
退
場)

(

生
が
馬
嵬
駅
の
中
に
入
る
介)

【

黒
麻
令】

見
れ
ば
、
荒
れ
果
て
た
郊
外
に
人
の
い
な
い
空
き
家
や
廃
屋
が
寂
し
く
立
っ
て
い
る
。
侍
従
よ
、
貴
妃
は
ど
こ
に
い
る
の

だ
？

(

振
り
返
る
介)

や
っ
、
ど
う
し
て
一
人
も
い
な
く
な
っ
た
の
だ
？
耳
に
す
る
の
は
、
た
だ
風
に
ざ
わ
ざ
わ
揺
れ
る
樹
々
の
音
や
、

四
方
で
ジ
ー
ジ
ー
と
す
だ
く
こ
お
ろ
ぎ
の
音
、
こ
れ
を
聴
け
ば
、
朕
の
愁
い
や
恨
み
が
い
っ
そ
う
募
る
。(

哭
く
介)

お
お
、
我
が
貴
妃
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よ
！
い
く
ら
呼
ん
で
も
、
そ
の
花
や
月
の
よ
う
な
美
し
い
姿
は
現
れ
な
い
。
お
お
か
た
、
そ
の
影
も
形
も
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。(

舞
台
裏
で
銅
鑼
が
鳴
り
、
生
が
驚
く
介)

や
あ
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
あ
っ
と
い
う
間
に
駅
舎
が
消
え
、
曲
江
の
ほ
と
り
に
来
た

ぞ
。
何
と
広
々
と
し
た
大
池
だ
。
く
ず
お
れ
た
垣
根
や
石
段

(

３)

が
、
波
打
つ
大
池
に
変
わ
ろ
う
と
は
思
い
も
し
な
か
っ
た
。

(

池
を
眺
め
る
介)

お
や
、
大
池
の
中
か
ら
怪
物
が
湧
い
て
出
た
ぞ
。
頭
は
猪ぶ

た

で
体
は
龍
、
爪
を
立
て
牙
を
出
し
て
突
進
し
て
く
る
。

何
と
も
恐
ろ
し
い
。(

舞
台
裏
で
銅
鑼
が
鳴
り
、
猪
龍
に
扮
し
た
怪
物
が
首
に
鉄
鎖
を
巻
き
、
跳
び
は
ね
て
生
を
襲
う
。
生
は
驚
い
て
逃
げ
、
元
の
所
へ
駆

け
戻
っ
て
眠
る
介)

(
二
名
の
金
色
の
甲
冑
を
つ
け
た
神
人
が
鎚
を
手
に
し
て
登
場
し
、
猪
龍
を
打
ち
す
え
て
怒
鳴
り
つ
け
る
介)

こ
ら
、
畜
生
め
、
何
と

無
礼
な
！
又
も
こ
こ
ま
で
逃
げ
出
し
、
天
子
を
驚
か
す
と
は
何
事
か
。
さ
っ
さ
と
立
ち
退
か
ん
か
。(

神
人
が
猪
龍
を
引
っ
張
り
、
打

ち
す
え
て
退
場)

(

生
が
驚
い
て
大
声
を
あ
げ
る
介)

あ
あ
、
本
当
に
び
っ
く
り
し
た
ぞ
。(

丑
が
急
い
で
登
場
し
、
生
を
支
え
る
介)

陛
下
、
夢
の

中
で
大
声
を
出
さ
れ
て
、
ど
う
な
さ
い
ま
し
た
？

(

生
が
ぼ
ん
や
り
し
て
坐
り
、
気
を
静
め
る
介)

高
力
士
、
外
の
音
は
何
だ
？

(

丑)

梧

桐
に
雨
が
降
り
か
か
っ
て
い
る
音
で
ご
ざ
い
ま
す
。(

舞
台
裏
で
四
更

《

午
前
二
時》

を
打
つ
介)

(

生)

【

江
神
子】

【

別
体】

朕
の
明
け
方
の
残
夢
を
か
き
乱
す
の
は
誰
か
と
思
っ
た
ら
、
何
と
ざ
あ
ざ
あ
と
降
り
つ
け
る
雨
音
で
あ
っ
た
。
恨

め
し
い
こ
と
に
、
そ
れ
は
枕
元
ま
で
響
い
て
朕
の
眠
る
の
を
許
し
て
く
れ
ず
、
ぽ
と
ぽ
と
と
樹
の
梢
ま
で
音
を
立
て
て
い
る
。
い
っ
そ
、

こ
の
憎
い
梧
桐
の
や
つ
を
切
り
倒
し
て
く
れ
よ
う
か
。

高
力
士
、
今
し
方
、
朕
の
夢
に
二
人
の
侍
従
が
現
れ
、
楊
貴
妃
が
馬
嵬
駅
に
い
る
の
で
朕
に
来
て
ほ
し
い
と
言
っ
て
い
る
そ
う
だ

が
、
大
方
、
貴
妃
の
霊
魂
が
ま
だ
昇
天
し
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
昔
、
漢
の
武
帝
が
亡
き
李
夫
人
を
偲
ん
だ
時
は
、
李
少
君

(

４)

が

そ
の
霊
魂
を
呼
び
寄
せ
て
対
面
さ
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
今
日
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
術
者
が
い
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
。
お
前

は
夜
明
け
を
待
っ
て
詔
令
を
出
し
、
貴
妃
の
霊
魂
を
呼
び
寄
せ
る
方
士
を
広
く
求
め
る
の
だ
。(

丑)

か
し
こ
ま
り
ま
し
た
。(

舞

台
裏
で
五
更

《

午
前
四
時》

を
打
つ
介)

(

生)

【

尾
声】

涙
が
ぽ
ろ
ぽ
ろ
真
珠
の
よ
う
に
流
れ
落
ち
、
梧
桐
の
葉
の
上
に
雨
音
が
し
き
り
に
響
く
。
そ
の
雨
は
た
だ
一
つ
の
窓
を
隔
て
、

夜
明
け
ま
で
止
ま
ず
に
降
り
続
く
。

壁
際
に
置
い
た
明
け
方
の
灯
火
が
ゆ
ら
ゆ
ら
揺
れ
る
。

呉

融

『

長
生
殿』

訳
注

(

十
二)
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降
り
し
き
る
雨
音
を
聞
き
、
貴
妃
と
演
じ
た

｢

雨
琳
鈴｣

の
曲
を
思
い
起
こ
す
。

羅

隠

天
下
興
亡
の
夢
か
ら
覚
め
れ
ば
、
心
は
し
く
し
く
傷
む
。

方
壺
居
士

今
は
た
だ
、
書
面
を
伝
手
に
、
あ
の
世
の
貴
妃
に
問
い
か
け
た
い
。

魏

樸

注
(

１)

原
文
は

｢

不
堪�
夜
雨
声
頻｣

、
唐
・
劉�｢
翰
林
作｣

詩
に

｢

已
覚
遠
天
秋
色
動
、
不
堪�

夜
雨
声
頻｣

と
あ
る
。

(

２)

原
文
は

｢

流
落
久
蓬
飄｣
。
魏
・
曹
植

｢

雑
詩
六
首｣

其
二
に

｢

轉
蓬
離
本
根
、
飄
飄
随
長
風｣

と
。

(

３)

原
文
は｢

断
砌�
垣｣
。
明
・
湯
顕
祖『

還
魂
記』

第
十
齣｢

驚
夢｣

に｢

原
来�
紫
嫣
紅
開
遍
、
似
這
般
都
付
与
断
井�

垣｣

と
あ
り
、

ま
た
、
こ
れ
を
襲
っ
た
清
・
曹
雪
芹

『

紅
楼
夢』

第
二
十
三
回
に
も
同
様
の
表
現
を
引
用
す
る
。

(

４)
『

史
記』

巻
十
二

｢

孝
武
本
紀｣
、
巻
二
十
八

｢

封
禅
書｣

、『

漢
書』

巻
九
十
七

｢

外
戚
伝｣

、
巻
二
十
五
上

｢

郊
祀
志
上｣

等
の
記
事
に

よ
れ
ば
、
亡
き
李
夫
人
の
霊
魂
に
対
面
さ
せ
た
術
者
は
斉
人

｢

少
翁｣

で
あ
る
。
一
方
、
漢
の
武
帝
の
同
時
に
、
同
じ
く
斉
の
方
士

｢

李
少
君｣

の
名
も
登
場
し
、『

史
記』
巻
十
二

｢

孝
武
本
紀｣

、
巻
二
十
八

｢

封
禅
書｣

、『

漢
書』

巻
二
十
五
上

｢

郊
祀
志
上｣

等
に
見

え
る
。
同
時
、
同
郷
の
方
士
で
あ
る
少
翁
・
少
君
は
い
か
に
も
紛
ら
わ
し
い
が
、『

史
記』

や

『

漢
書』

の
記
述
内
容
を
対
照
す
れ
ば
、

両
者
は
別
人
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
故
事
出
典
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
の

｢

少
君｣

は

｢

少
翁｣

と
す
る
の
が
正
し
い
。
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