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天
宝
十
四
載

(

七
五
五)
に
勃
発
し
た
安
禄
山
の
乱
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
杜
甫

(

七
一
二
〜
七
七
〇)

の
生
涯
を
左
右
し
た
大
事
件

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
乱
の
中
で
起
こ
っ
た
最
大
の
悲
劇
が
、
馬
嵬
に
お
け
る
楊
貴
妃
の
死
で
あ
る
。
盛
唐
の
象
徴
と
も
言
え
る
こ
の

麗
人
を
、
同
時
代
人
の
杜
甫
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
、
清
・
仇
兆
鰲

『

杜
詩
詳
注

(

１)』
(

以
下
、『

詳
注』

と

略
す
る)

を
代
表
と
す
る
諸
注
で
は
、
お
お
む
ね
杜
甫
の
楊
貴
妃
に
対
す
る
諷
刺
・
批
判
を
詩
中
か
ら
読
み
取
ろ
う
と
し
て
き
た
。
一

方
、
吉
川
幸
次
郎

『

杜
甫
私
記』

は
、
乱
以
前
の
杜
甫
に
と
っ
て
は
楊
貴
妃
と
そ
の
一
族
は

｢

憎
悪
の
対
象｣

で
あ
っ
た
が
、
貴
妃
の

無
残
な
死
は
に
わ
か
に
杜
甫
の
悲
哀
を
か
き
た
て
、
晩
年
の
詩
に
は
貴
妃
へ
の
哀
傷
や
憐
愍
が
み
ら
れ
る

(

２)

と
す
る
。

杜
甫
が
描
く
楊
貴
妃
像
は
、
確
か
に
あ
る
と
き
は
悪
女
で
あ
る
が
、
あ
る
と
き
は
明
ら
か
に
悲
劇
の
ヒ
ロ
イ
ン
で
も
あ
り
、
決
し
て

一
定
し
た
像
を
結
ん
で
は
い
な
い
。
時
に
は
、
楊
貴
妃
を
深
く
悼
む
詩
が
作
ら
れ
て
か
ら
ま
も
な
く
、
一
転
し
て
彼
女
に
対
す
る
厳
し

い
譏
刺
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
う
し
た
杜
甫
の
態
度
に
は
、
何
か
背
後
に
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
楊
貴

妃
に
対
す
る
批
判
が
描
か
れ
て
い
る
と
従
来
解
釈
さ
れ
て
き
た
幾
つ
か
の
作
品
に
も
、
再
検
討
の
余
地
が
な
い
だ
ろ
う
か
。
小
稿
は
、

楊
貴
妃
関
連
の
杜
甫
詩
を
乱
以
前
・
乱
中
・
晩
年
の
三
期
に
分
け
、
検
討
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

一

乱
以
前
の
楊
貴
妃
観

安
禄
山
の
乱
以
前
の
杜
甫
が
楊
貴
妃
に
対
し
批
判
的
で
あ
っ
た
証
左
と
し
て
、
常
に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
が
、
天
宝
十
二
載
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(
七
五
三)

の

｢

麗
人
行｣

(『

詳
注』

巻
二)

で
あ
る
。
こ
の
詩
に
お
い
て
杜
甫
は
、｢

就
中
雲
幕
椒
房
親

賜
名
大
國�
與
秦

(

就
中

な
か
ん
づ
く

雲
幕
の
椒
房
の
親
、
名
を
賜
ふ

大
国
の�
と
秦
と)｣

と
、
楊
貴
妃
の
姉
・�
国
夫
人
と
秦
国
夫
人
を
名
指
し
に
し
、
続
く
詩
句
で

彼
女
た
ち
の
贅
沢
な
食
事
の
さ
ま
を
写
す
。
さ
ら
に
、
丞
相
楊
国
忠
が
テ
ン
ト
の
中
に
入
っ
て�
国
夫
人
と
の
歓
楽
に
耽
る
さ
ま
を
、

楊
花
雪
落
覆
白
蘋

青
鳥
飛
去
銜
紅
巾

楊
花

雪
の
ご
と
く
落
ち
て
白
蘋
を
覆
ひ
、
青
鳥

飛
び
去
り
て
紅
巾
を
銜く
は

ふ

炙
手
可
熱
勢�
倫

愼
莫
近
前
丞
相
瞋

手
を
炙
ら
ば
熱
か
る
べ
し

勢
ひ
絶
倫
な
り
、
慎
し
み
て
近
前
す
る
莫
か
れ

丞
相
瞋い
か

ら
ん

と
述
べ
、
婉
曲
な
表
現
な
が
ら
、
楊
国
忠
と�
国
夫
人
の
不
倫
関
係
を
痛
烈
に
風
刺
し
て
い
る
。

た
だ
、
こ
の
詩
に
登
場
す
る
の
は
楊
貴
妃
の
姉
た
ち
と
楊
国
忠
の
み
で
、
楊
貴
妃
当
人
は
こ
の
場
に
現
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ

の｢

麗
人
行｣

で
行
状
を
直
接
に
批
判
さ
れ
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
楊
氏
一
族
で
あ
っ
て
、
楊
貴
妃
自
身
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
乱
勃
発
時
と
同
年
同
月
の
天
宝
十
四
載

(

七
五
五)

十
一
月
に
作
ら
れ
た

｢

自
京
赴
奉
先
県
詠
懐
五
百
字｣

(『

詳
注』

巻
四)

で
は
、
長
安
か
ら
妻
子
の
い
る
奉
先
へ
向
か
う
道
中
の
杜
甫
が
、
当
時
玄
宗
や
楊
国
忠
が
滞
在
し
て
い
た
驪
山
の
ふ
も
と
を
通
り
か
か
っ

て
、｢

況
聞
内
金
盤

盡
在
衞
霍
室

(

況
ん
や
聞
く

内
の
金
盤
、
尽
く
衛
霍
の
室
に
在
り
と)｣

と
述
べ
る
。
衛
青
・
霍
去
病
の
ご
と

き
天
子
の
外
戚
が
、
本
来
皇
帝
の
も
の
で
あ
る
べ
き
黄
金
の
皿
を
こ
と
ご
と
く
自
分
の
も
の
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
の
詩
句
の
内
容
か

ら
は
、
外
戚
・
楊
氏
一
族
の
権
勢
と
奢
侈
に
対
す
る
強
い
非
難
が
読
み
取
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
玄
宗
に
つ
い
て
は
、
詩
の
前
半
部
で
、

｢

生
逢
堯
舜
君

不
忍
便
永
訣

(

生
き
て
堯
舜
の
君
に
逢
ふ
に
、
便
ち
永
訣
す
る
に
忍
び
ず)｣

と
、
堯
・
舜
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
杜
甫
の
批
判
の
対
象
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
玄
宗
に
侍
る
楊
貴
妃
に
つ
い
て
も
、
特
に
言
及
は

な
い
。

乱
以
前
の
杜
甫
が
楊
氏
一
族
の
奢
侈
や
醜
聞
に
対
し
、
批
判
の
眼
を
向
け
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
時
期
杜
甫

は
一
方
で
、
楊
国
忠
の
腹
心
の
人
物
に
詩
を
送
り
、
楊
国
忠
へ
の
仲
介
を
頼
ん
だ
り
も
し
て
い
る

(

３)

。
ま
た
、｢

麗
人
行｣

に
お
け
る
楊

家
の
女
性
た
ち
の
描
写
か
ら
は
、
一
種
の
否
定
し
き
れ
な
い
美
へ
の
憧
憬
の
よ
う
な
も
の
も
感
じ
取
れ
る
。
貧
し
い
一
書
生
で
あ
っ
た

杜
甫
は
楊
氏
一
族
に
対
し
て
、
奢
侈
へ
の
義
憤
と
華
や
か
さ
へ
の
憧
れ
と
が
入
り
混
じ
っ
た
複
雑
な
感
情
を
抱
い
て
い
た
の
で
は
な
い

杜
甫
の
詩
に
お
け
る
楊
貴
妃
像
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だ
ろ
う
か
。

従
来
の
研
究
で
は
、
楊
氏
一
族
へ
の
批
判
は
そ
の
ま
ま
楊
貴
妃
自
身
へ
の
批
判
で
も
あ
る
と
と
ら
え
ら
れ
、
両
者
を
分
け
て
解
釈
さ

れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
馬
嵬
で
楊
貴
妃
に
死
を
要
求
し
た
兵
士
た
ち
な
ら
と
も
か
く
、

士
人
た
る
杜
甫
、
し
か
も
乱
勃
発
以
前
の
杜
甫
が
、
は
た
し
て
楊
貴
妃
と
楊
氏
一
族
と
を
ま
っ
た
く
一
ま
と
ま
り
に
批
判
の
対
象
と
し

て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
杜
甫
に
と
っ
て
、
偉
大
な
皇
帝
た
る
玄
宗
は
明
ら
か
に
崇
敬
の
対
象
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
玄
宗
の
事
実

上
の
皇
后
た
る
楊
貴
妃
も
、(

そ
の
親
族
は
批
判
の
対
象
で
あ
っ
た
と
し
て
も)

や
は
り
敬
慕
す
べ
き
対
象
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

ま
し
て
、
楊
貴
妃
自
身
は
さ
ほ
ど
政
治
に
介
入
し
て
い
な
い
こ
と
を
杜
甫
は
聞
き
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
少
な
く
と
も
、
貴
妃

個
人
に
対
し
あ
か
ら
さ
ま
に
悪
感
情
を
抱
い
て
い
た
可
能
性
は
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
乱
前
の
作

｢
奉
同
郭
給
事
湯
東
霊
湫
作｣

(『

詳
注』

巻
四)

か
ら
も
推
察
で
き
る
。
驪
山
の
離
宮
の
東
に
龍
が
住
む

と
い
う
池
が
あ
り
、
そ
こ
に
玄
宗
と
楊
貴
妃
が
行
幸
し
て
祭
祀
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
池
の
底
か
ら
金
色
の
巨
大
な
蝦
蟆
が
這
い
出
て
き

た
が
、
玄
宗
と
楊
貴
妃
の
意
向
に
よ
っ
て
再
び
池
に
放
た
れ
た
。
随
行
の
侍
従
の
一
人
で
あ
っ
た
郭
給
事
が
そ
の
こ
と
を
詠
い
、
杜
甫

が
和
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
に
は
先
掲
の
二
詩
と
は
異
な
り
、
楊
貴
妃
自
身
が
登
場
す
る
。

百
祥
奔
盛
明

古
先
莫
能
儔

百
祥

盛
明
に
奔あ

つ

ま
り
、
古
先
も
能
く
儔た

ぐ

ひ
す
る
莫
し

坡
陀
金
蝦
蟆

出
見
蓋
有
由

坡
陀
た
る
金
蝦
蟆
、
出
で
見

あ
ら
は
る
る
も

蓋
し
由
有
り

至
尊
顧
之
笑

王
母
不
遣
收

至
尊

(

＝
玄
宗)

之
を
顧
み
て
笑
ひ
、
王
母

(

＝
楊
貴
妃)

收と
ら

へ
し
め
ず

復
歸�
無
底

化
作
長��
復
た
虚
無
の
底
に
帰
り
、
化
し
て
長
き
黄� き

ゅ
う

と
作な

る

金
の
蝦
蟆
と
い
う
奇
瑞
の
出
現
に
、
玄
宗
は
う
ち
微
笑
み
、
楊
貴
妃
は
そ
れ
を
捕
ら
え
ず
に
池
に
帰
し
て
や
る
。
池
の
底
へ
帰
っ
た
金

蝦
蟆
が
黄
色
い�
龍
に
変
身
し
た
と
い
う
描
写
か
ら
は
、
玄
宗
・
楊
貴
妃
の
慈
悲
の
行
為
が
王
室
の
安
泰
に
つ
な
が
る
と
い
う
賛
美
も

見
て
取
れ
よ
う
。
こ
こ
で
は
楊
貴
妃
は
西
王
母
に
た
と
え
ら
れ

(

４)

、
神
仙
的
な
形
象
を
帯
び
て
い
る
。
な
お
こ
の
詩
に
つ
い
て
は
、｢

金

蝦
蟆｣

が
帝
位
を
ね
ら
う
安
禄
山
を
暗
示
し
、
太
平
の
時
代
に
し
の
び
よ
る
危
機
の
予
兆
を
詠
っ
た
作
で
あ
る
と
い
う
説
が
見
ら
れ
る
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が
、
い
ま
だ
十
分
に
は
立
証
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

(

５)

。

二

乱
中
の
楊
貴
妃
像

安
禄
山
の
乱
が
勃
発
し
、
楊
貴
妃
が
馬
嵬
で
惨
死
し
た
こ
と
を
杜
甫
が
知
っ
た
の
は
、
賊
軍
に
よ
っ
て
長
安
に
拘
禁
さ
れ
て
い
た
頃

で
あ
っ
た
。
至
徳
二
載

(

七
五
七)

春
の
一
日
、
彼
は
長
安
第
一
の
行
楽
地
で
あ
っ
た
曲
江
に
ひ
そ
か
に
赴
き
、
貴
妃
を
悼
む
詩
を
作
る
。

哀
江
頭

少
陵
野
老
呑
聲
哭

春
日
潛
行
曲
江
曲

少
陵
の
野
老

声
を
呑
み
て
哭
し
、
春
日
潜

し
の
び
び
や
か
に
行
く

曲
江
の
曲

江
頭
宮
殿
鎖
千
門

細
柳
新
蒲
爲
誰�
江
頭
の
宮
殿

千
門
を
鎖
ざ
し
、
細
柳

新
蒲

誰
が
為
に
か
緑
な
る

憶
昔
霓
旌
下
南
苑

苑
中
萬
物
生
顏
色

憶
ふ
昔

霓
旌
は
南
苑
に
下
り
、
苑
中
の
万
物

顔
色
を
生
ぜ
し
を

昭
陽
殿
裏
第
一
人

同
輦
隨
君
侍
君
側

昭
陽
殿
裏
第
一
の
人
、
輦
を
同
じ
く
し

君
に
随
ひ

君
側
に
侍
す

輦
前
才
人
帶
弓
箭

白
馬
嚼
齧�
金
勒

輦
前
の
才
人

弓
箭
を
帯
び
、
白
馬

嚼
齧

し
ゃ
く
け
つ
す

黄
金
の
勒
く
つ
ば
み

翻
身
向
天
仰
射
雲

一
箭
正
墜
雙
飛
翼

身
を
翻
し
天
に
向
ひ
て
仰
ぎ
て
雲
を
射
る
、
一
箭

正
に
墜
と
す
双
飛
の
翼

明
眸
皓
齒
今
何
在

血�
遊
魂
歸
不
得

明
眸
皓
歯

今
何
く
に
か
在
る
、
血
汚
の
遊
魂

帰
り
得
ず

清
渭
東
流
劍
閣
深

去
住
彼
此
無
消
息

清
渭
は
東
流
し
て
剣
閣
深
く
、
去
住
彼
此

消
息
無
し

人
生
有
情�
沾
臆

江
水

(

６)

江
花
豈
終
極

人
生
情
有
り

涙

臆む
ね

を
沾

う
る
ほ
す
、
江
水
江
花

豈
に
終
に
極
ま
ら
ん
や

�
昏
胡
騎
塵
滿
城

欲
往
城
南
望
城
北

黄
昏

胡
騎

塵
は
城
に
満
ち
、
城
南
に
往
か
ん
と
欲
し
て
城
北
を
望
む

(『

詳
注』

巻
四)

こ
の
詩
で
杜
甫
は
、
楊
貴
妃
の
死
を
悼
ん
で

｢

声
を
呑
み｣

つ
つ
慟
哭
し
、
涙
で

｢

臆む
ね

を
沾

う
る
ほ｣

し
て
い
る
。
か
つ
て
の
曲
江
へ
の
行
幸

は
、
馬
上
の
女
官
が
つ
が
い
の
鳥
を
射
落
と
す
と
い
う
一
瞬
の
鮮
烈
な
光
景

華
や
か
な
遊
興
の
一
シ
ー
ン
で
あ
る
と
共
に
、
玄
宗

と
楊
貴
妃
の
来
る
べ
き
運
命
を
暗
示
す
る
光
景

を
頂
点
と
し
て
、
悲
し
く
も
美
し
く
回
想
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
楊
貴
妃
は
明

ら
か
に
杜
甫
の
哀
悼
の
対
象
で
あ
り
、
二
度
と
戻
れ
な
い
盛
世
の
象
徴
で
も
あ
る
。
貴
妃
を
非
難
す
る
言
葉
は
こ
の
中
に
は
な
い
。

杜
甫
の
詩
に
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け
る
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と
こ
ろ
が
、｢

哀
江
頭｣

を
作
っ
た
同
年

(

至
徳
二
載)

の
秋
、
杜
甫
は
長
篇

｢

北
征｣
(『

詳
注』

巻
五)

に
お
い
て
、
一
転
し
て
痛
烈

な
措
辞
を
連
ね
る
。

姦
臣
竟�
醢

同
惡
隨
蕩
析

姦
臣

(

＝
楊
国
忠)

竟
に�そ

醢か
い

に
せ
ら
れ
、
同
悪

(

＝
楊
貴
妃)

隨
ひ
て
蕩
析
せ
ら
る

不
聞
夏
殷
衰

中
自
誅
褒

(

７)

妲

聞
か
ず

夏
殷
の
衰
へ
し
と
き
、
中
に
自
ら
褒
妲
を
誅
せ
し
を

…
…

…
…

桓
桓
陳
將
軍

仗
鉞
奮
忠
烈

桓
桓
た
り
陳
将
軍
、
鉞

ま
さ
か
りに
仗よ

り
て
忠
烈
を
奮
ふ

微
爾
人
盡
非

于
今
國
猶
活

爾

微な

か
り
せ
ば
人
は
尽
く
非
、
今
に
于
い
て
国
猶
ほ
活
く

こ
こ
で
楊
貴
妃
は
褒�
や
妲
己
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
楊
国
忠
・
楊
貴
妃
殺
害
の
進
言
者
で
あ
っ
た
陳
玄
礼
の
忠
烈
が

称
え
ら
れ
、｢

あ
な
た
陳
玄
礼
が
い
な
か
っ
た
ら
人
民
は
こ
と
ご
と
く
悲
惨
な
状
態
に
陥
っ
た
で
あ
ろ
う
、
い
ま
国
家
が
存
続
し
て
い

る
の
は
あ
な
た
の
お
か
げ
だ｣

と
ま
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
楊
貴
妃
は
国
を
滅
ぼ
し
た
元
凶
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

で
は
、
楊
貴
妃
の
死
か
ら
間
も
な
い
頃
に
書
か
れ
た
以
上
の
二
作
品
が
、
一
方
は
楊
貴
妃
に
対
し
て
よ
り
批
判
的
、
一
方
は
よ
り
同

情
的
で
あ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
の
背
景
に
あ
る
も
の
は
何
だ
ろ
う
か
。

こ
の
疑
問
の
答
え
と
し
て
従
来
の
注
で
は
、｢

北
征｣
は
公
的
な
作
品
で
あ
り
、｢

哀
江
頭｣

は
私
的
な
作
品
で
あ
る
か
ら
だ
と
い
う

説
明
が
多
く
な
さ
れ
て
い
る

(

８)

。
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
十
分
な
説
明
が
示
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
私
見
で
は
、
こ

の
二
詩
の
相
違
は
、
二
作
品
製
作
の
間
に
お
け
る
、
杜
甫
の
境
遇
の
大
き
な
変
化
に
拠
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

｢

哀
江
頭｣

制
作
時
の
杜
甫
は
、
長
安
に
拘
禁
さ
れ
る
一
市
民
で
し
か
な
か
っ
た
が
、｢

北
征｣

は
、
鳳
翔
の
亡
命
政
府
の
も
と
に
走
っ

た
杜
甫
が
左
拾
遺
の
職
を
授
け
ら
れ
た
後
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
亡
命
政
府
は
、
楊
氏
一
族
及
び
楊
貴
妃
に
対
し
極
め
て
批

判
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば

『

旧
唐
書』

巻
十
、
粛
宗
本
紀
に
は

｢

楊
國
忠
依
倚
妃
家
、
恣
爲
褻
穢
。
懼
上
英
武
、
潛

謀
不
利
、
爲
患
久
之
。(

楊
国
忠

妃
家
に
依
倚
し
、
恣
ほ
し
い
ま
まに
褻
穢
を
為
す
。
上
〈
＝
粛
宗
〉
の
英
武
を
懼
れ
、
潜
か
に
不
利
を
謀
り
、
患

を
為
す
こ
と
之
を
久
し
う
す
。)｣

と
い
う
記
述
が
あ
り
、
皇
太
子
時
代
の
粛
宗
が
楊
国
忠
に
迫
害
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
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た
、『

資
治
通
鑑』

唐
紀
三
十
三
に
よ
れ
ば
、
安
禄
山
が
洛
陽
を
陥
れ
た
と
き
、
玄
宗
は
帝
位
を
太
子
に
譲
っ
て
親
征
す
る
こ
と
を
楊

国
忠
に
提
案
し
た
と
こ
ろ
、
楊
国
忠
は
大
い
に
懼
れ
、
退
廷
後
、
韓
・�
・
秦
三
夫
人
に
対
し
、｢

太
子
は
以
前
か
ら
吾
家
の
専
横
久

し
い
こ
と
を
憎
ん
で
い
る
。
も
し
、
位
が
太
子
に
譲
ら
れ
れ
ば
、
私
も
姉
妹
も
命
が
危
う
い
だ
ろ
う｣

と
泣
い
て
訴
え
、
三
夫
人
を
通

じ
て
楊
貴
妃
を
説
得
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
楊
貴
妃
が
玄
宗
に
哀
願
し
た
の
で
、
親
征
は
取
り
や
め
に
な
っ
た
と
い
う

(

９)

。
こ
う
し
た
記
述
か

ら
、
粛
宗
が
太
子
時
代
か
ら
楊
氏
一
族
の
政
敵
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
粛
宗
の
亡
命
政
府
で
は
、
誅
殺
さ
れ
た
楊
氏

一
族
及
び
楊
貴
妃
を
批
判
し
、
乱
の
原
因
を
彼
ら
に
求
め
る
見
方
が
支
配
的
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
左
拾
遺
の
任
に
あ
っ
た
杜
甫
は
当

然
そ
の
路
線
に
沿
っ
て
詩
を
書
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
生
ま
れ
た
の
が
、
楊
貴
妃
を
悪
女
と
し
て
描
い
た

｢

北

征｣

で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か

(�)
。
こ
の

｢

北
征｣

と
い
う
大
長
編
は
、
詩
の
冒
頭
と
末
尾
に
時
局
へ
の
見
解
や
勧
告
が
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
粛
宗
へ
捧
げ
る
こ
と
を
意
識
し
た
公
の
作
品
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
杜
甫
は

｢

哀
江
頭｣

を
作
っ
た
頃
に

は
一
個
人
の
視
点
か
ら
楊
貴
妃
を
哀
悼
し
て
い
た
の
だ
が
、
長
安
を
脱
出
し
て
左
拾
遺
の
職
を
得
た
後
は
、
公
的
な
立
場
か
ら
悪
女
と

し
て
の
楊
貴
妃
像
を
造
型
す
る
必
要
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
こ
の
と
き
の
杜
甫
と
よ
く
似
た
状
況
が
、
五
十
年
後

に
同
じ
く
左
拾
遺
の
職
に
つ
い
た
白
居
易
に
も
生
じ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
た
い

(�)

。

ま
た
、｢

北
征｣

作
成
よ
り
少
し
前
、
杜
甫
は
鳳
翔
の
安
在
所
で
玄
宗
派
に
あ
た
る
宰
相
房�
が
罪
に
問
わ
れ
た
の
を
弁
護
し
た
た

め
、
粛
宗
の
怒
り
を
買
い
、
一
時
は
罪
に
問
わ
れ
て
い
る
。
許
さ
れ
た
後
も
、
房�
の
一
派
と
み
な
さ
れ
、
言
い
た
い
こ
と
を
思
う
よ

う
に
言
え
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
も
、
こ
の

｢

北
征｣

の
楊
貴
妃
像
が
生
ま
れ
る
一
因
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

｢

北
征｣

は
言
う
ま
で
も
な
く
、
杜
甫
が
精
魂
を
込
め
た
一
大
傑
作
と
さ
れ
て
い
る
が
、
家
族
と
の
再
会
が
描
か
れ
た
、
詩
の
中
間
部

分
の
生
き
生
き
と
し
た
描
写
と
比
べ
る
と
、
楊
貴
妃
を
弾
劾
し
た
部
分
の
描
写
は
む
し
ろ
平
板
に
感
じ
ら
れ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
一
つ
確
か
め
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、｢
北
征｣

は

｢

哀
江
頭｣

よ
り
も
後
の
作
品
で
あ
る
か
ら
、
鳳
翔
到
着

後
、
亡
命
政
府
の
輿
論
に
影
響
を
受
け
て
、
杜
甫
の
楊
貴
妃
観
そ
の
も
の
が
同
情
か
ら
嫌
悪
へ
と
変
化
を
来
た
し
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
可
能
性
で
あ
る
。
こ
の
可
能
性
の
是
非
を
検
討
す
る
た
め
に
、
鳳
翔
到
着
以
降
の
作
品
で
、｢

哀
江
頭｣

の
詩
境
に
通
じ
る
作
品

が
な
い
か
ど
う
か
を
考
え
て
み
た
い
。
次
に
掲
げ
る
詩
は

｢

北
征｣

作
成
の
翌
年
、
乾
元
元
年

(

七
五
八)

の
作
で
あ
る
。
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曲
江
對
雨

城
上
春
雲
覆
苑
牆

江
亭
晩
色
靜
年
芳

城
上
の
春
雲

苑
牆
を
覆
ひ
、
江
亭
晩
色

年
芳
静
か
な
り

林
花
著
雨
燕
脂
落

(�)
水�
牽
風
翠
帶
長

林
花

雨
を
著
け
て
燕
脂
落
ち
、
水�
風
に
牽
か
れ
て
翠
帯
長
し

龍
武
新
軍
深
駐
輦

芙
蓉
別
殿
謾
焚
香

龍
武
の
新
軍

深
く
輦
を
駐
め
、
芙
蓉
の
別
殿

謾み
だ

り
に
香
を
焚
く

何
時
詔
此
金
錢
會

暫
醉
佳
人
錦
瑟
傍

何
れ
の
時
か
詔
し
て
此
に
金
銭
会
あ
り
て
、
暫
く
佳
人
錦
瑟
の
傍
ら
に
酔
は
ん

(『

詳
注』

巻
六)

こ
の
詩
の
作
ら
れ
る
数
か
月
前
に
粛
宗
と
上
皇

(

玄
宗)

は
相
次
い
で
長
安
に
戻
っ
て
い
る
が
、
玄
宗
は
以
前
の
よ
う
に
曲
江
に
遊

ぶ
こ
と
も
な
く
、
粛
宗
と
の
仲
も
次
第
に
険
悪
な
も
の
と
な
り
、
興
慶
宮
で
寂
寥
の
日
々
を
送
っ
て
い
た
。
こ
の
詩
は
そ
う
い
っ
た
背

景
を
踏
ま
え
て
い
る
。
さ
て
、
こ
の

｢

曲
江
対
雨｣

は

｢

哀
江
頭｣

の
ほ
ぼ
一
年
後
に
作
ら
れ
た
作
で
あ
り
、
ど
ち
ら
の
詩
も
曲
江
と

い
う
場
所
、
春
と
い
う
時
節
を
同
じ
く
し
て
い
る
。
そ
し
て
、｢

哀
江
頭｣

で
玄
宗
楊
貴
妃
の
い
な
い
曲
江
の
寂
寥
が
描
か
れ
て
い
た

よ
う
に
、
こ
の｢

曲
江
対
雨｣

で
も
、
後
宮
の
遊
楽
が
絶
え
た
曲
江
の
光
景
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
七
句
の｢

金
銭
会｣

と
は
、

『

詳
注』

な
ど
に
よ
れ
ば
、
上
巳
節
の
曲
江
で
開
か
れ
た
、
金
銭
を
引
き
出
物
と
す
る
玄
宗
主
催
の
盛
大
な
宴
会
を
指
す
も
の
の
よ
う

で
あ
る
が
、
そ
の
金
銭
会
に
杜
甫
自
ら
も
加
わ
っ
て
、
教
坊
の
美
女
の
奏
で
る
瑟
の
音
を
楽
し
む
と
い
う
夢
想
を
描
い
た
尾
聯
の
内
容

か
ら
は
、
杜
甫
が
宮
廷
文
化
を
あ
る
意
味
肯
定
的
に
と
ら
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
後
年
の
作
で
あ
る

｢

観
公
孫
大
娘
弟
子
舞

剣
器
行｣

(『

詳
注』

巻
二
十)

や
、｢

江
南
逢
李
亀
年｣

(『
詳
注』

巻
二
三)

な
ど
か
ら
も
、
杜
甫
が
梨
園
の
弟
子
や
宮
中
の
遊
楽
に
憧
憬

と
懐
旧
の
念
を
抱
き
続
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
安
禄
山
の
乱
に
よ
っ
て
、
開
元
天
宝
時
代
の
華
や
か
な
宮
廷
文
化
が
終
焉
を
迎
え

た
こ
と
を
、
杜
甫
は
鋭
く
感
じ
取
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、｢

哀
江
頭｣

に
お
い
て
、
後
宮
の
華
や
か
な
行
幸
を
懐
旧
の

念
を
も
っ
て
描
い
た
杜
甫
の
心
情
は
、｢

曲
江
対
雨｣

に
お
い
て
も
途
切
れ
る
こ
と
な
く
持
続
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の

｢

曲
江
対
雨｣

で
は
、
は
っ
き
り
と
は
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
楊
貴
妃
そ
の
人
の
姿
が
詩
人
の
念
頭
に
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
頷
聯
で
は
、
曲
江
の
風
景
の
中
に｢
燕
脂｣

｢

翠
帯｣

を
つ
け
た
女
性
の
姿
が
二
重
映
し
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の

｢

翠
帯｣

と
い
う
詩
語
は
梁
・
簡
文
帝

｢

傷
美
人｣

(『

芸
文
類
聚』
巻
三
四)

の
、｢

翠
帶
留
餘
結
、
苔
階
沒
故
基

(

翠

帯
余
結
を
留
む
る
も
、
苔
階
故
基
を
没
す)｣

と
い
う
部
分
を
初
出
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
簡
文
帝
の
詩
は
題
名
か
ら
明
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ら
か
な
よ
う
に
、
皇
帝
が
亡
く
な
っ
た
美
女
を
悼
ん
だ
詩
で
あ
る
。
ま
た
第
六
句
に
は
、
玄
宗
を
待
つ
曲
江
の
離
宮

(

芙
蓉
別
殿)

で

む
な
し
く
香
だ
け
が
焚
か
れ
て
い
る
光
景
が
描
か
れ
て
い
る
が
、『

旧
唐
書』

后
妃
伝
に

｢

玄
宗
凡
そ
遊
幸
有
る
と
き
、
貴
妃
随
侍
せ

ざ
る
は
無
し｣

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
玄
宗
の
曲
江
へ
の
行
幸
は
必
ず
楊
貴
妃
を
伴
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
詩
句
は

玄
宗
の
不
在
を
示
す
と
同
時
に
、
芙
蓉
別
殿
の
女
主
人
た
る
楊
貴
妃
の
不
在
を
も
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で

｢
曲
江
対
雨｣

の
詩
語
の
い
く
つ
か
が
、『

文
選』

や

『

芸
文
類
聚』

所
収
の
、
上
巳
節
を
テ
ー
マ
と
し
た
詩
に
典
拠
を

持
つ
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く

｢

曲
江
対
雨｣

は
上
巳
節
に
作
ら
れ
た
詩
で
あ
る
可
能
性
が
高
い

(�)

。
安
藤
信
広

｢『

春
望』

杜
甫
の
孤
独
な
春

｣
(『

講
座

現
代
の
文
学
教
育
６』

新
光
閣
書
店
、
一
九
八
四
年)

で
は
、｢

哀
江
頭｣

が
上
巳
節
の
作
で
あ
る
可
能

性
に
触
れ
、
そ
の
時
節
と
曲
江
と
い
う
場
所
か
ら
類
推
し
て
、｢

哀
江
頭｣

が
楊
貴
妃
の
魂
を
招
き
帰
ら
せ
よ
う
と
す
る
招
魂
文
学
の

性
格
を
持
つ
と
す
る

(

二
〇
一
〜
二
〇
二
頁)

。
し
た
が
っ
て

｢

哀
江
頭｣

と
は
場
所
と
時
節
を
同
じ
く
す
る

｢

曲
江
対
雨｣

も
、
楊
貴
妃

の
招
魂
を
願
う
要
素
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
乱
以
前
の

｢

麗
人
行｣

も
上
巳
節
の
曲
江
を
舞
台
に
し

た
詩
で
あ
り
、
水
辺
の
艶
や
か
な
女
性
た
ち
の
姿
は
、
杜
甫
の
記
憶
の
中
で
華
や
か
な
時
代
の
象
徴
と
し
て
よ
み
が
え
っ
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、｢
曲
江
対
雨｣

は
、｢

哀
江
頭｣

の
モ
チ
ー
フ
を
引
き
継
い
で
、
玄
宗
及
び
楊
貴
妃
が
主
宰
し
た

華
や
か
な
時
代
へ
の
思
慕
と
追
憶
を
表
す
詩
で
あ
る
と
考
え
た
い
。

｢

曲
江
対
雨｣

と
同
時
期
の
作
品
で
あ
る

｢

曲
江
二
首｣

其
一
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

江
上
小
堂�
翡
翠

苑
邊
高
塚
臥
麒
麟

江
上
の
小
堂

翡
翠
巣
く
ひ
、
苑
辺
の
高
塚

麒
麟
臥
す

細
推
物
理
須
行
樂

何
用
浮
名
絆
此
身

細
か
に
物
理
を
推
す
に
須
ら
く
行
楽
す
べ
し
、
何
ぞ
用
ひ
ん
浮
名
の
此
の
身
を
絆つ
な

ぐ
を

(『

詳
注』

巻
六)

｢

江
上
小
堂�
翡
翠｣

は
、『

詳
注』

な
ど
で
は
、
人
気

ひ
と
け

の
な
く
な
っ
た
あ
ず
ま
や
に
翡
翠
が
巣
を
作
っ
て
い
る
さ
ま
と
し
、
安
禄

山
の
乱
後
の
曲
江
の
荒
れ
果
て
た
光
景
を
表
す
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

｢

翡
翠｣

そ
の
も
の
は
、
そ
の
羽
が
皇
帝
の
旗
の

飾
り
に
用
い
ら
れ
た
り
、
美
玉
の
名
称
と
も
な
っ
て
い
た
り
す
る
ほ
ど
で
、
元
来
高
貴
で
華
や
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
禽
鳥
で
あ
り
、

さ
ら
に

｢

鴛
鴦｣

と
同
じ
く
、
夫
婦
和
合
の
象
徴
で
も
あ
る
。『

文
選』

や

『

芸
文
類
聚』

で
も
、｢

翡
翠
巣
く
ふ｣

と
い
う
詩
語
が
荒
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れ
は
て
た
光
景
を
表
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
例
は
な
く
、
杜
甫
の
ほ
か
の
詩
で
も
そ
の
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
は
用
い
ら
れ

て
い
な
い
。
ま
た
、
同
時
代
の
李
白
に
は
次
の
よ
う
な
用
例
が
あ
る
。

宮
中
行
樂
詞
八
首
、
其
二

柳
色
黄
金
嫩

梨
花
白
雪
香

柳
色
は
黄
金
に
し
て
嫩
か
に
、
梨
花
は
白
雪
に
し
て
香
ば
し

玉
樓�
翡
翠

金
殿
鎖
鴛
鴦

玉
楼
に
翡
翠
巣
く
ひ
、
金
殿
に
は
鴛
鴦
を
鎖
ざ
す

選
妓
隨
雕
輦�
歌
出
洞
房

妓
を
選
び
て
雕
輦
に
随
は
し
め
、
歌
を
徴
し
て
洞
房
を
出
で
し
む

宮
中
誰
第
一

飛
燕
在
昭
陽

宮
中
誰
か
第
一
な
る
、
飛
燕
は
昭
陽
に
在
り

(

王�
『

李
太
白
文
集』

巻
五)

こ
れ
は
李
白
が
宮
廷
詩
人
と
し
て
玄
宗
に
仕
え
て
い
た
天
宝
年
間
の
作
品
で
あ
り
、
第
三
句
に
や
は
り

｢

翡
翠
巣
く
ふ｣

と
い
う
表

現
が
出
て
く
る
。
こ
こ
で
は
翡
翠
が
巣
を
作
る
と
い
う
事
象
は
、
鴛
鴦
句
と
対
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
瑞
祥

あ
る
い
は
玄
宗
楊
貴
妃
の
仲
睦
ま
じ
さ
の
象
徴
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
尾
聯

｢

宮
中
誰
か
第
一
な
る
、
飛
燕
は
昭
陽
に
在

り｣

と
は
、
趙
飛
燕
に
な
ぞ
ら
え
て
楊
貴
妃
そ
の
人
の
美
貌
を
表
し
た
詩
句
で
あ
り
、
杜
甫

｢

哀
江
頭｣

の
第
七
句

｢

昭
陽
殿
裏
第
一

人｣

は
こ
れ
と
同
工
異
曲
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、｢

曲
江｣

の

｢

江
上
の
小
堂
に
翡
翠
巣
く
ふ｣

と
い
う
表
現
は
、
曲
江
の
荒

れ
果
て
た
さ
ま
を
表
す
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
玄
宗
と
楊
貴
妃
が
仲
睦
ま
じ
く
曲
江
で
遊
楽
し
て
い
た
さ
ま
を
、
翡
翠
の
巣
か
ら

追
憶
し
、
そ
こ
か
ら
主
の
い
な
い
曲
江
の
寂
し
さ
を
表
現
し
て
い
る
と
い
う
解
釈
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

｢

玉
華
宮｣

(『

詳
注』

巻
五)

は
、｢

北
征｣

の
直
前
に
作
ら
れ
た
詩
で
あ
り
、
鳳
翔
か
ら�
州
の
家
族
の
も
と
へ
杜
甫
が
帰
省
す
る

途
中
に
、
唐
太
宗
の
離
宮
跡
で
あ
る
玉
華
宮
を
通
り
か
か
っ
て
、
そ
の
感
慨
を
詠
っ
た
も
の
で
あ
る
。
荒
廃
し
た
宮
殿
跡
を
駆
け
回
る

鼠
や
、
青
く
燃
え
る
不
気
味
な
鬼
火
を
仔
細
に
描
写
し
た
杜
甫
は
、
続
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

美
人
爲�
土

況
乃
粉
黛
假

美
人

黄
土
と
為
る
、
況
ん
や
乃
ち
粉
黛
の
仮
な
る
を
や

當
時
侍
金
輿

故
物
獨
石
馬

当
時

金
輿
に
侍
す
る
は
、
故
物

独
り
石
馬
の
み
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こ
れ
ら
の
詩
句
は
、
竟
陵
王
の
乱

(

四
五
九)

で
壊
滅
し
た
古
都
広
陵
を
乱
後
ま
も
な
く
訪
れ
た
鮑
照
が
廃
墟
を
描
い
た

｢

蕪
城
賦｣

(『
文
選』

巻
十
一)

の
一
節
、｢

東
都
の
妙
姫
、
南
国
の
麗
人
、
薫
心�
質
、
玉
貌
絳
脣
あ
り
し
も
、
魂
を
幽
石
に
埋
め
、
骨
を
窮
塵
に
委

ね
ざ
る
も
の
莫
し
。
豈
に
同
輿
の
愉
楽
、
離
宮
の
苦
辛
を
憶
え
ん
や｣

と
い
う
部
分
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
従
来
、｢

玉
華
宮｣

の
前

掲
の
詩
句
は
、
太
宗
に
仕
え
た
昔
の
宮
女
た
ち
の
こ
と
を
述
べ
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
終
わ
ら
な
い
の
で
は

な
い
か
。｢

玉
華
宮｣

が
作
ら
れ
た
時
期
は

｢

国
破
れ
て
山
河
在
り｣

と
杜
甫
が
詠
っ
た
わ
ず
か
数
か
月
後
の
こ
と
で
あ
り
、
長
安
の

荒
廃
は
杜
甫
の
記
憶
に
生
々
し
く
残
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
繁
栄
と
荒
廃
の
象
徴
で
あ
る
よ
う
な
玉
華
宮
の
姿
は
、
そ
れ
と
容
易
に

重
ね
合
わ
せ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。｢

玉
華
宮｣

の
制
作
時
期
が

｢

哀
江
頭｣

か
ら
半
年
も
経
っ
て
い
な
い
こ
と
も
考
え
合
わ
せ
る
と
、

｢

美
人

黄
土
と
為
る｣
と
い
う
詩
句
は
、
か
つ
て
玉
華
宮
で
太
宗
に
仕
え
た
宮
女
た
ち
の
死
を
表
し
て
い
る
と
と
も
に
、
正
式
な
葬

い
も
さ
れ
な
い
ま
ま
あ
わ
た
だ
し
く
馬
嵬
に
埋
め
ら
れ
た
楊
貴
妃
の
こ
と
を
も
意
識
下
に
置
い
た
詩
句
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の

｢

曲
江
対
雨｣

｢

曲
江｣

｢
玉
華
宮｣

と
い
っ
た
諸
作
品
か
ら
、
鳳
翔
到
着
以
降
も
、
杜
甫
の
真
情
は
楊
貴
妃
を
悪
女
と
し
て

と
ら
え
る
よ
り
は
、
む
し
ろ

｢

哀
江
頭｣
に
描
か
れ
た
よ
う
な
哀
惜
の
対
象
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
杜
甫

は
わ
ず
か
一
年
あ
ま
り
で
左
拾
遺
の
職
を
解
か
れ
る
が
、
つ
い
に
粛
宗
政
府
と
相
容
れ
な
か
っ
た
そ
の
理
由
の
一
端
が
、
以
上
の
詩
篇

か
ら
も
窺
え
よ
う
。

三

晩
年
の
楊
貴
妃
観

安
禄
山
の
乱
が
終
結
し
、
開
元
・
天
宝
の
盛
世
が
遠
い
昔
と
な
っ
て
い
く
に
つ
れ
、
楊
貴
妃
は
玄
宗
の
追
憶
と
と
も
に
、
良
き
時
代

の
象
徴
と
し
て
い
っ
そ
う
美
し
く
描
か
れ
て
い
く
よ
う
で
あ
る

(�)
。
た
と
え
ば
大
暦
二
年

(

七
六
七)�
州
で
の
作
と
み
ら
れ
る

｢

宿
昔｣

で
は
次
の
よ
う
に
詠
わ
れ
る
。

宿
昔
青
門
裏

蓬�
仗
數
移

宿
昔

青
門
の
裏
、
蓬�
仗

数
し
ば
し
ば移

る

花
嬌
迎
雜
樹

龍
喜
出
平
池

花
嬌あ

で

や
か
に
し
て
雑
樹
迎
え
、

龍
喜
び
て
平
池
よ
り
出
づ

落
日
留
王
母

微
風
倚
少
兒

落
日

王
母
を
留
め
、
微
風

少
児
に
倚
る

杜
甫
の
詩
に
お
け
る
楊
貴
妃
像

85



― ―

宮
中
行
樂
祕

少
有
外
人
知

宮
中
の
行
楽
は
秘
め
や
か
に
し
て
、
外
人
の
知
る
有
る
こ
と
少ま

れ

な
り

(『

詳
注』

巻
十
七)

第
五
句
で
楊
貴
妃
は
西
王
母
に
た
と
え
ら
れ
、
第
六
句
で
は
貴
妃
の
姉
た
ち
が
、
漢
の
武
帝
の
衛
后
の
姉
で
あ
る

｢

少
児｣

に
見
立

て
ら
れ
て
い
る
。
第
八
句
の

｢

外
人
の
知
る
有
る
こ
と
少
な
り｣

は
、
お
そ
ら
く
陶
淵
明
の

｢

桃
花
源
記｣

の
一
節
、｢

外
人
の
為
に

道い

ふ
に
足
ら
ざ
る
な
り｣

を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
詩
全
体
に
、
桃
花
源
あ
る
い
は
仙
界
の
美
し
く
か
つ
神
秘

的
な
雰
囲
気
が
漂
っ
て
お
り
、
楊
貴
妃
も
、
か
つ
て

｢

麗
人
行｣

で
行
状
を
批
判
さ
れ
て
い
た
楊
貴
妃
の
姉
た
ち
も
、
杜
甫
の
追
憶
の

中
で
美
し
く
昇
華
さ
れ
て
い
る
。

こ
の

｢

宿
昔｣

の
内
容
と
類
似
し
た
内
容
の
詩
に
は
、
ほ
か
に

｢

洞
房｣

、｢

解
悶
十
二
首｣

其
九
、｢

闘
鷄｣

、｢

能
画｣

、｢

秋
興
八

首｣

其
六

(

以
上
す
べ
て

『

詳
注』
巻
十
七)

な
ど
の
一
連
の
作
品
群
が
あ
る

(�)

が
、
紙
幅
の
関
係
上
、
割
愛
し
た
い
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
杜
甫
が
左
拾
遺
と
し
て
一
時
楊
貴
妃
を
批
判
す
る
詩
を
作
り
つ
つ
も
、
そ
の
心
中
で
は
一
貫
し
て
貴
妃
に
対
す
る
哀
悼

と
追
懐
の
念
を
持
ち
続
け
て
い
た
こ
と
を
考
察
し
て
き
た
。
で
は
、
杜
甫
が
こ
の
よ
う
に
貴
妃
に
同
情
的
で
あ
っ
た
理
由
は
な
ぜ
だ
ろ

う
か
。
敬
慕
す
る
玄
宗
の
愛
妃
だ
っ
た
こ
と
、
盛
唐
の
栄
華
を
象
徴
す
る
存
在
だ
っ
た
こ
と
も
大
き
な
理
由
で
あ
ろ
う
が
、
わ
け
て
も

彼
女
の
悲
劇
的
な
死
が
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
疑
い
の
余
地
が
な
い
。
そ
し
て
玄
宗
と
楊
貴
妃
の
離
別
は
、
杜
甫
に
と
っ
て
、
雲
上

人
の
遠
い
事
件
に
と
ど
ま
ら
ず
、
切
実
な
悲
し
み
と
同
情
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
乱
の
当
時
、
杜

甫
自
身
も
妻

(

奇
し
く
も
そ
の
姓
は
楊
氏)

と
の
離
別
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
有
名
な

｢

月
夜｣

(『

詳
注』

巻
四)

で

は
、
遠
い�
州
の
妻
へ
寄
せ
る
杜
甫
の
愛
情
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
乱
の
最
中
に
作
ら
れ
た

｢

述
懐｣

(『

詳
注』

巻
五)

で
杜
甫

は
、
妻
や
子
の
屍
が
冷
た
い
土
の
上
に
無
残
に
朽
ち
か
け
て
い
る
凄
惨
な
光
景
を
想
像
し
お
び
え
て
い
る
。
我
が
子
を
餓
死
に
至
ら
し

め
た
経
験
を
持
つ
杜
甫
に
と
っ
て
、
妻
や
子
の
死
は
想
像
と
い
う
よ
り
、
極
め
て
現
実
味
を
帯
び
た
恐
怖
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
玄
宗
の
別
離
の
悲
哀
は
杜
甫
自
身
の
境
遇
に
も
通
じ
る
悲
哀
で
あ
り
、
杜
甫
は
こ
れ
に
ひ
ろ
い
同
情
の
念
を
寄
せ
る
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に
至
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
意
味
で
も

｢

哀
江
頭｣

は
、
五
十
年
後
に
成
る
白
居
易

｢

長
恨
歌｣

の
先
駆
的
作
品
で

あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

注

(

１)

以
下
、
杜
甫
の
詩
の
テ
キ
ス
ト
に
は
、
原
則
と
し
て
仇
兆
鰲

『

杜
詩
詳
注』

を
用
い
る
が
、
諸
本
に
よ
り
一
部
改
め
た
箇
所
も
あ
る
。

な
お
詩
の
繋
年
は

『
杜
甫
年
譜』

(

四
川
省
文
史
研
究
館
編
、
四
川
人
民
出
版
社
、
一
九
五
八
年)

に
拠
っ
た
。

(

２)

吉
川
幸
次
郎

｢

先
帝
貴
妃｣

(『

吉
川
幸
次
郎
全
集』

十
二

『

杜
甫
私
記』

所
収
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
四
年
、
そ
の
二
七
三
〜
二
七
九

頁)

。

(

３)

た
と
え
ば
、
楊
国
忠
の
側
近
で
あ
っ
た
鮮
于
中
通
に
奉
っ
た

｢

奉
贈
鮮
于
京
兆
二
十
韻｣

(『

詳
注』

巻
二)

の
末
尾
に
、｢

有
儒
愁
餓
死

早
晩
報
平
津

(

儒
〈
＝
杜
甫
〉
有
り

餓
死
を
愁
ふ
、
早
晩

平
津
〈
＝
楊
国
忠
〉
に
報
ぜ
よ)｣

と
あ
る
。

(

４)

戸
崎
哲
彦

｢

同
時
代
人
の
見
た
楊
貴
妃
―
李
白
・
杜
甫
の
詩
歌
に
お
け
る
比
擬
表
現
を
中
心
に
し
て
―｣

(『

中
国
文
学
報』

第
四
十
三

冊
、
一
九
九
一
年
四
月)

で
は
、
楊
貴
妃
が
杜
甫
詩
中
で
し
ば
し
ば
西
王
母
に
比
擬
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、｢

仙
界
た
る
宮
中
で
權
威
を

ふ
る
う
恐
ろ
し
い
女
ボ
ス
で
あ
り
、
さ
ら
に
人
面
を
し
て
い
る
が
獸
心
の
妖
女
で
あ
る
と
い
う
、
痛
烈
な
諷
刺｣

の
意
が
あ
る
と
論
じ

ら
れ
て
い
る
。

(

５)
｢

金
蝦
蟆｣

は
安
禄
山
を
暗
示
し
、｢

王
母

(

金
蝦
蟆
を)
収と
ら

へ
し
め
ず｣

と
い
う
詩
句
は
安
禄
山
と
楊
貴
妃
の
醜
聞
を
示
唆
し
て
お
り
、

｢
(

金
蝦
蟆
が)

化
し
て
長
黄�
と
作
る｣

と
は
反
乱
の
暗
示
で
あ
る
と
す
る
説
は
、
南
宋
・
蔡
夢
弼

『

杜
工
部
草
堂
詩
箋』

に
始
ま
り
、

『

詳
注』

を
は
じ
め
広
く
採
用
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
吉
川
幸
次
郎

『

杜
甫
私
記』

で
は
こ
の
説
を
発
展
さ
せ
、｢

化
作
長
黄�

｣

の

｢�
(

＝�)｣
と
は
角
の
な
い
龍
の
こ
と
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
が
皇
帝
の
色
で
あ
る
黄
色
を
ま
と
っ
て
い
た
と
い
う
の
は
、
不
吉
き
わ

ま
る
予
兆
で
あ
る
と
す
る

(

二
三
七
〜
二
三
八
頁)

。
こ
の

｢

黄�
(�)｣

と
い
う
詩
語
は
杜
甫
以
前
に
ほ
と
ん
ど
見
出
し
得
な
い
が
、
た

だ
、
晋
書
・
曹�
伝
に

｢

方
將
舞��
於
慶
雲
、
招
儀
鳳
於
靈
山｣

と
い
う
用
例
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
瑞
祥
で
あ
る
。
な
お

『

文
選』

で
は
、｢�

｣

を
不
吉
な
イ
メ
ー
ジ
で
と
ら
え
て
い
る
用
例
は
見
当
た
ら
ず
、
ま
た
、
杜
甫
の
ほ
か
の
詩
で
も
、
こ
の

｢�
｣

杜
甫
の
詩
に
お
け
る
楊
貴
妃
像
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の
字
が
不
祥
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
例
は
見
出
せ
な
い

(

た
と
え
ば
大
暦
二
年
の

｢

十
七
夜
対
月｣

[『

詳
注』

巻
二
十]

に

｢

光
射

潛�
動｣

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
月
光
に
照
ら
さ
れ
た
川
面
が
静
か
に
波
打
つ
光
景
を
表
し
た
も
の
で
あ
り
、
不
吉
な
イ
メ
ー
ジ
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る)

。
そ
も
そ
も

『

文
選』

李
善
注
に

｢�
、
龍
也｣

(

巻
三
五
、
張
協

｢

七
命｣

注)

と
あ
る
よ
う
に
、

｢�
｣

は
単
に
龍
の
類
義
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
こ
こ
で
は
、
詩
の
韻
脚
が
下
平
十
八
尤

(

一
部
十
九
侯
・
二
十
幽
を
交

え
る)
で
あ
る
都
合
上
、｢

龍｣
(

上
平
三
鐘)

の
代
わ
り
に｢�
｣
(

下
平
二
十
幽)

を
用
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、

｢

長
黄�

｣
が
謀
叛
を
暗
示
す
る
不
祥
で
あ
る
と
い
う
説
に
は
些
か
疑
問
が
残
る
。
し
た
が
っ
て
、｢

金
蝦
蟆｣

が
安
禄
山
の
比
喩
で
あ

る
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
く
、
ま
た
、
前
掲
の
詩
句
が
貴
妃
・
安
禄
山
の
醜
聞
を
示
唆
す
る
も
の
か
ど
う
か
も
い
ま
だ
十
分
に
は
立
証

さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
高
島
俊
男

『

李
白
と
杜
甫』

(

評
論
社
、
一
九
七
二
年
、
そ
の
一
四
〇
頁)

で
も
、｢

李
白
や

杜
甫
の
乱
以
前
の
作
品
で
、
楊
氏
一
族
に
対
す
る
譏
刺
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
再
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る｣

と
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

(

６)
『

詳
注』

で
は

｢

草｣

だ
が

『

宋
本』
等
に
よ
り
改
め
る
。

(

７)
『

詳
注』

で
は

｢�
｣

だ
が

『

宋
本』
等
に
よ
り
改
め
る
。

(

８)
｢

北
征｣

[

ａ
と
す
る]

と

｢

哀
江
頭｣

[
ｂ
と
す
る]

に
つ
い
て
、
清
・
浦
起
龍

『

読
杜
心
解』

で
は
ａ
を

｢

義｣

、
ｂ
を

｢

情｣

に
よ

る
も
の
と
し
、
森
槐
南

『

杜
詩
講
義』

四

(
平
凡
社
東
洋
文
庫)

で
は
ａ
を

｢

公
義｣

、
ｂ
を

｢

私
情｣

に
よ
る
も
の
と
し
、
吉
川
幸
次

郎

『

杜
甫
詩
注』

第
三
冊

(

筑
摩
書
房
、
昭
和
五
四
年)

で
は
ａ
を

｢

政
治
評
論
家
と
し
て
の
発
言｣

、
ｂ
を

｢

抒
情
詩
人
と
し
て
の
悲

哀｣

と
し
、
黒
川
洋
一

『

鑑
賞
中
国
の
古
典

第
一
七
巻

杜
甫』

(

角
川
書
店
、
昭
和
六
二
年)

で
は
ａ
を

｢

公
的
な
こ
と
ば｣

、
ｂ

を

｢

私
的
な
こ
と
ば｣

と
し
、
竹
村
則
行

｢『

長
恨
歌』
か
ら

『

長
生
殿』

に
至
る
楊
貴
妃
故
事
の
変
遷｣

(『

楊
貴
妃
文
学
史
研
究』

所
収
、
研
文
出
版
、
二
〇
〇
三
年)

で
は
ａ
を

｢

諫
官
左
拾
遺
の
任
に
あ
っ
た
杜
甫
の
、
国
を
治
む
べ
き
士
大
夫
と
し
て
の
見
識
を
示

し
た
発
言｣

で
あ
る
と
す
る
。

(

９)

原
文
は
以
下
の
通
り

｢(

上)

謂
宰
相
曰
、『

朕
在
位
垂
五
十
載
、
倦
于
憂
勸
、
去
秋
已
欲
傳
位
太
子
。
…
…
朕
當
親
征
、
且
使
之
監
國
。

事
平
之
日
、
朕
將
高
枕
無
爲
矣
。』

楊
國
忠
大
懼
、
退
謂
韓
、�
、
秦
三
夫
人
曰
、『

太
子
素
惡
吾
家
專
横
久
矣
、
若
一
旦
得
天
下
、
吾

與�

妹
併
命
在
旦
暮
矣
！』

相
與
聚
哭
。
使
三
夫
人�
貴
妃
、
銜
土
請
命
於
上
。
事
遂
寢
。｣
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(
10)

な
お
、
楊
貴
妃
を
褒�
に
な
ぞ
ら
え
る
発
想
は
、
必
ず
し
も
杜
甫
の
独
創
と
は
言
え
ず
、
む
し
ろ
亡
命
政
府
内
の
共
通
認
識
で
あ
っ
た

可
能
性
も
あ
る
。
華
清
宮
が
あ
っ
た
驪
山
は
褒�
の

｢

亡
国
の
笑
い｣

故
事
の
舞
台
で
も
あ
り
、
両
者
の
イ
メ
ー
ジ
は
た
や
す
く
結
び

つ
く
か
ら
で
あ
る
。
驪
山
と
い
う
場
所
か
ら
楊
貴
妃
と
褒�
を
関
連
づ
け
る
詩
的
発
想
が
歴
代
の
詠
史
詩
に
存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
竹
村
則
行

｢

楊
貴
妃
の
笑
い

杜
牧

『

一
騎
紅
塵
妃
子
笑』

詩
に
つ
い
て｣

(『

楊
貴
妃
文
学
史
研
究』

所
収)

に
詳
細
な
論
考

が
あ
る
。

(

11)

静
永
健

｢
白
居
易

『

新
楽
府』

に
お
け
る
楊
貴
妃
像｣

(『

白
居
易

｢

諷
諭
詩｣

の
研
究』

勉
誠
出
版
、
平
成
十
二
年)

で
は
、
か
つ
て

一
地
方
官
で
あ
っ
た
頃
に

｢

長
恨
歌｣

を
作
っ
た
白
居
易
が
、
の
ち
に
左
拾
遺
を
拝
命
す
る
に
至
っ
て

｢

長
恨
歌｣

の
過
大
な
流
行
に

驚
き
、
と
き
に
自
身
の
政
治
生
命
の
危
機
す
ら
感
じ
た
結
果
、｢

長
恨
歌｣

の
美
し
い
楊
貴
妃
像
を
自
ら
打
ち
壊
し
、｢

新
楽
府｣

に
お

い
て
悪
女
と
し
て
の
楊
貴
妃
像
を
新
た
に
作
り
上
げ
た
、
あ
る
い
は
作
り
上
げ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
論
じ
ら
れ
て
い
る

(

一
五
八
〜

一
六
六
頁)

。

(

12)
｢

落｣

は

『

詳
注』

で
は

｢

濕｣
と
す
る
が

『

千
載
佳
句』

『

宋
本』

等
に
よ
り
改
め
る
。
な
お
題
名

｢

曲
江
対
雨｣

の

｢

対｣

は

『

千

載
佳
句』

で
は

｢

遇｣

、『

草
堂
詩
箋』
『

唐
詩
類
苑』

等
で
は

｢

値｣

と
な
っ
て
い
る
。

(

13)

鈴
木
虎
雄

『

杜
少
陵
詩
集』

巻
六

(

続
国
訳
漢
文
大
成
、
国
民
文
庫
刊
行
会
、
一
九
二
八
年)

で
も
、｢

曲
江
対
雨｣

の
制
作
時
期
に
つ

い
て

｢

蓋
し
乾
元
元
年
三
月
上
巳
節
の
作｣
と
考
察
し
て
い
る

(

五
四
〇
頁)

。
ち
な
み
に
上
巳
節
を
テ
ー
マ
と
す
る
詩
を
典
故
と
し
て

・
・
・

い
る
と
思
わ
れ
る
詩
句
は
次
の
通
り
。

[

年
芳]

沈
約

｢

三
月
三
日
率
爾
成
篇｣

(『

文
選』
巻
三
十)

麗
日
屬
元
巳
、
年
芳
具
在
斯
。

[

林
花]

簡
文
帝

｢

三
日
侍
宴
林
光
殿
曲
水｣

(『

芸
文
類
聚』

巻
四)

林
花
初
墮
蔕
、
池
荷
欲
吐
心
。

[

別
殿]

顏
延
之

｢

三
月
三
日
曲
水
詩
序｣

(『

文
選』

巻
四
六)
離
宮
設
衞
、
別
殿
周
徼
。

(

14)

例
外
と
し
て
、
広
徳
元
年

(

七
六
三)

梓
州
で
作
ら
れ
た

｢

冬
狩
行｣
の
一
節
に
は
、
次
の
よ
う
な
詩
句
が
あ
る
。

朝
廷
雖
無
幽
王
禍

朝
廷
幽
王
の
禍
無
し
と
雖
も

得
不
哀
痛
塵
再
蒙

哀
痛
せ
ざ
る
を
得
ん
や

塵
再
び
蒙
れ
り

嗚
呼
得
不
哀
痛
塵
再
蒙

嗚
呼

哀
痛
せ
ざ
る
を
得
ん
や

塵
再
び
蒙
れ
り

(『

詳
注』

巻
十
二)
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こ
の
詩
は
吐
蕃
が
長
安
に
侵
攻
し
、
代
宗
が
長
安
か
ら
一
時
逃
げ
出
し
た
と
い
う
事
件
を
背
景
に
し
て
い
る
。
こ
の
こ
ろ
杜
甫
が
身

を
寄
せ
て
い
た
梓
州
刺
史
の
章
彝
が
行
っ
た
大
規
模
な
冬
狩
り
の
様
子
を
詠
い
、
さ
ら
に
、
狩
り
を
す
る
よ
り
も
ど
う
か
そ
の
優
秀
な

士
卒
を
使
っ
て
吐
蕃
軍
を
生
け
捕
り
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
願
い
を
最
後
に
述
べ
て
い
る
。
引
用
部
分
は

｢

今
の
朝
廷
に
は
幽
王

の
禍
の
よ
う
な
こ
と
が
な
か
っ
た
の
に
、
再
び
天
子
が
都
か
ら
逃
げ
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
哀
し
ま
ず
に
お
れ
よ
う
か｣

と
い
う

意
味
で
あ
り
、
先
の
安
禄
山
の
乱
の
こ
と
が

｢

幽
王
の
禍｣

に
比
擬
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
詩
に
お
い
て
楊
貴
妃
は
、
間
接

的
な
が
ら

｢
北
征｣

の
よ
う
に
、
悪
女
褒�
に
た
と
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
詩
は
章
彝
に
呼
び
か
け
る
部
分
が

あ
り
、
章
彝
が
詠
む
こ
と
を
想
定
し
た
公
的
な
作
品
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
楊
貴
妃
を
褒�

に
た
と
え
て
い
る
の
は
、

｢

北
征｣

と
同
じ
く
、
や
は
り
当
時
の
一
般
的
な
見
解
に
従
っ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(

15)

こ
れ
ら
の
、
杜
甫
晩
年
に
作
ら
れ
た
楊
貴
妃
関
連
の
詩
に
つ
い
て
、
吉
川
幸
次
郎

『

杜
甫
詩
注』

第
三
冊
で
は
、｢

後
年
、�
州
で
天
宝

の
盛
世
を
追
憶
し
た
諸
作
で
は
、
貴
妃
へ
の
憎
悪
は
後
退
し
、
か
つ
て
の
宮
廷
の
華
麗
を
主
宰
し
た
美
し
き
人
と
し
て
、
な
つ
か
し
ま

れ
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
。
…
…
何
と
い
っ
て
も
杜
の
敬
慕
し
て
や
ま
な
い

｢

先
帝｣

、
玄
宗
上
皇
の
愛
し
た
も
う
た
お
ん
方
で
は
あ
っ

た
。｣

と
論
じ
ら
れ
て
い
る

(

二
三
二
〜
二
三
三
頁)

。
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