
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

鮑照「代東門行」と古辞「東門行」 : その「代」作
の意図についての一考察

土屋, 聡
九州大学大学院博士後期課程

https://doi.org/10.15017/9627

出版情報：中国文学論集. 29, pp.1-19, 2000-12-25. 九州大学中国文学会
バージョン：
権利関係：



鮑
照

「
代
東
門
行
」
と
古
辞

「東
門
行
」

そ

の

「
代
」
作

の
意

図
に

つ
い
て
の

一
考
察

土

屋

聡

劉
宋

の
詩
人
鮑
照

(
四

一
五
?
～
四
六
六
)
は
、
南
斉

の
虞
炎

「鮑
照
集
序
」
に

「
家
は
世

ζ
貧
賎
」
と
あ
る
よ
う
に
、
貴
族
に
後

ろ
楯
を
持
た
な
い
所
謂
寒
門
出
身
者

で
あ

つ
た
。
そ
し
て

『宋
書
』
本
伝
に

「嘗

て
古
楽
府
を
為
り
、
文

甚
だ
逡
麗
な
り
」
と
あ
り
、

特
に
楽
府
を
得
意
と
し
、
そ
の
出
世
の
道
を
切
り
開
こ
う
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
劉
宋
時
代
の
楽
府
は
、
先
行
す
る
歌
辞
の
内
容

に
模
擬
す
る
擬
楽
府
が
普
通
で
あ

っ
た
。
し
か
し
鮑
照

の
擬
楽
府
は
、
必

ず
し
も
先
行
作
品

の
内
容
を
模
し
た
と
は
言
え
な
い
も
の
が
あ
る
。
清
の
朱
乾

『
樂
府
正
義
』

は
、
そ
の
よ
う
な
鮑

照
の
擬
楽
府
も
広

義
の
模

擬
の

一
形
態
と
し
て
認
め
て
い
る
。
し
か
し
彼
の
説
は
、
多
く
の
擬
楽
府
の
模
擬

の
あ
り
方
か
ら
帰
納
し
て
事

象
を
追
認
す
る

も
の
で
し
か
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
鮑
照

の
擬
楽
府
は
先
行
作
品
か
ら
乖
離
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

鮑
照

の
擬
楽
府
が
先
行
作
品
か
ら
乖
離
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
う
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
模
擬
を
示
す
と
思

わ
れ
る

「代
」
字

を
題
に
附
し
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
先
人
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
て
い
る
問
題

で
あ
る
。
向
島
成
美
氏
は
、
鮑
照
以
外

の
詩
人
の

「代
」

字

の
用
法
か
ら
、
「代
」
字
を
他
者

に
な
り
代
わ

つ
て
う
た
う

「代
作
」

の
意
と
し
て
捉
え
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
釜
谷
武
志
氏
は
、
「
當

時

の
同
時
代
歌
」

で
あ
る
呉
歌
西
曲
に

「
代
」
字
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
よ
り
古

い
時
代
の
歌
を
継
承

し
よ
う
と
す
る
意

識

の
現

れ
で
は
な
い
か
、
と
さ
れ
て
い
る
。
従
来

の
研
究
は
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
専
ら

「代
」
字
の
用
法
か
ら
読

み
解

こ
う
と
す
る

も
の
で
あ

っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
の

一
方
で
、
鮑
照
が
先
行
作
品
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
か
、
と
い
う
視
点

か
ら
の
研
究
は
未

だ
不
充
分
で
あ
る
。
な
ぜ
鮑
照
が
模
擬
と
は
呼
べ
な
い
よ
う
な
擬
楽
府
を
作

っ
た
の
か
、
そ
の
意
図
は
那
辺
に
あ

っ
た
の
か
。
本
稿
は
、

模
擬
を
標
榜
し

つ
つ
実
は
模
擬
で
は
な
い
鮑
照

「代
東
門
行
」
の
制
作
意
図
に
つ
い
て
、
彼
を
取
り
巻
く
文
学
的
状
況
を
踏
ま
え

つ
つ
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第
二
十
九
号

考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

代
東
門
行

傷
禽
悪
弦
驚
◎

倦
客
悪
離
聲
◎

離
聲
断
客
情
◎

賓
御
皆
涕
零
◎

涕
零
心
断
絶
◆

將
去
復
還
訣
◆

一
息
不
相
知

何
況
異
郷
別
◆

遙
遙
征
駕
遠
▲

杳
杳
白
日
晩
▲

居
人
掩
閨
臥

行
子
夜
中
飯
▲

野
風
吹
秋
木

行
子
心
腸
断
▲

食
梅
常
苦
酸
口

衣
葛
常
苦
寒
口

締
竹
徒
漏
坐

傷
禽

弦
の
驚
か
す
を
悪
み

倦
客

離
声
を
悪
む

離
声

客
情
を
断
ち

賓
御

皆

涕

零

つ

涕

零
ち
て

心

断
絶
し

将
に
去
か
ん
と
し
て

復
た
還
り
て
訣
る

一
息
す
ら
相
知
ら
ず

何
ぞ
況
ん
や

異
郷

の
別
れ
を
や

遥
遥
と
し
て

征
駕

遠
く

杳
杏
と
し
て

白
日

晩
る

居
人

閨
を
掩
ひ
て
臥
し

行
子

夜
中
に
飯
ふ

野
風

秋
木
を
吹
き

行
子

心
腸

断
た
る

梅
を
食
ら

へ
ば

常
に
酸
き
に
苦
し
み

葛
を
衣
れ
ば

常
に
寒
き
に
苦
し
む

糸
竹

徒
ら
に
坐
に
満

つ
れ
ば
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憂
人
不
解
顔
口

長
歌
欲
自
慰

彌
起
長
恨
端
口

憂
人

顔
を
解
か
ず

長
歌
し
て
自
ら
慰
め
ん
と
欲
す
れ
ば

弥

ヒ
長
恨
の
端
を
起
こ
す

(『
鮑
氏
集
』
巻
三
)

内
容

は
換
韻

に
従

っ
て
四
段
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
本
文
末
に
押
韻
を
記
号

で
示
し
た
が
、
第

一
段
◎
記
号
は
平
声
庚

.

清

・
青

韻

(『
廣
韻
』
韻
目
に
よ
る
。
以
下
同
)
で
あ
り
、
奇
数
句
も
押
韻
す
る
毎
句
韻
で
あ
る
。
第

二
段
◆
は
入
声
薛

.
屑
韻
、
第

三
段

▲
は
上
声
玩

・
緩
韻
、
第
四
段
口
は
再
び
平
声
寒

・
桓

・
冊
韻
で
、
各
段
ご
と
に
第

一
句
と
偶
数
句
が
押
韻
す

る
。

詩

は
冒
頭
、
弓
の
名
手
更
繍

の
故
事
を
踏
ま
え
た
表
現
よ
り
始
ま
る
。
更
齎
は
魏
王
の
面
前
で
、
矢
を
つ
が
え
ず

に
弦
を
鳴
ら
す
だ

け
で
雁
を
射
落
と
し
た
。
そ
の
雁
は
、
過
去

に
も
矢
を
射
ら
れ
た
こ
と
の
あ
る
手
負
い
の
雁
で
あ

っ
た
。
し
か
も
矢
傷
は
ま
だ
癒
え
て

お
ら
ず
、
そ
の
記
憶
が
あ
る
た
め
に
、
更
臓
が
弦
を
鳴
ら
す
と
、
無
理
に
高
く
飛
ぼ
う
と
し
て
落
ち
た
と
い
う
。
起

句

「
傷
禽
」
は
傷

つ
い
た
雁
を
指
し
、
弦
の
音
が
自
分
を
驚
か
せ
る
の
を
に
く
む
。
同
様
に
第

二
句

「倦
客
」
も

「
離
聲
」
を
に
く

む
。

こ
こ
で
言
う

「
離
聲
」
と
は
離
別

の
歌
の
意
。
な
ぜ
旅
人
は

「離
聲
」
を
に
く
む
の
か
。
彼
に
と

っ
て
の
旅
は
親
し
い
人
と
の
別
れ
を
意
味
す
る
。

そ
れ
は
正
し
く
禽
の

「傷
」

に
相
当
し
、
離
別

の
歌
が
そ
の
記
憶
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
た
め
で
あ
る
。
「
離
聲
」
が
旅
人

の
心
を
寸
裂

し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
第
三
句
に

「客
情
を
断

つ
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
第
四
句

で
は
旅
人
の
周
囲
も
ま
た
離
別

の
悲
し
さ
に
落
涙

す
る
。

「
賓
」
は
旅
人
を
送
る
者

で
あ
り
、
「
御
」
は
車

の
御
者
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

な
お
、
第

二
句
末
の

「
離
聲
」
と
い
う
語
は
次

の
第
三
句
の
句
頭
に
連
続
し
て
用
い
ら
れ
、
同
様
に
第
四
句
末

の

「
涕
零
」
が
第

二

段
の
冒
頭
で
も
繰
り
返
さ
れ
る
。
所
謂
蝉
聯
体

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は

『
宋
書
』
楽
志
の
歌
辞
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、
当
時

の
楽
府
の
特
徴
と
考
え
ら
れ
る
。

第

二
段
は
旅
人
の
心
情
を
さ
ら
に
詳
細
に
描
写
し
て
ゆ
く
。
周
囲
も
共
に
涙
を
流
す
こ
と
で
、
旅
人
の
心
は
ね
じ
切
ら
れ
る
ほ
ど
に

辛
さ
を
増
す
。
第
六
句
で
旅
人
は
躊
躇
す
る
。

一
度
は
去
ろ
う
と
す
る
の
だ
が
、
名
残
惜
し
い
の
か
、
ま
た
引
き
返
し
、
や

っ
と
訣
別

す
る

の
で
あ
る
。

こ
の
旅
立
ち
が
今
生
の
別
れ
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
第
七
句
と
第
八
句
は
そ
の
憂
い
を
言
う
。

一
回
の
呼
吸
を
す

る
、

そ
の
僅
か
な
時
間
で
さ
え
人
の
生
き
死
に
は
定
か
で
は
な
い
。
ま
し
て
、
遠
く

「
異
郷
」
の
地

へ
赴
く
身
に
は
尚
更
で
あ
る
.

鮑
照

「代
東
門
行
」
と
古
辞

「東
門
行
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第

三
段
は
出
発
し
た
道
中

の
苦
労
が
述
べ
ら
れ
る
。
行
き
先
こ
そ
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
旅
人
は
遥

々
と
遠
く
行
く
。

日

が
次
第

に
暮
れ
、
人
々
が
眠
り
に
就
く
頃
、
旅
人
は
や

っ
と
食
事
に
あ
り
つ
く
こ
と
が
出
来
る
。
風
が
秋
の
木
々
を
ゆ
る
が
せ
ば
、
旅

人
の
心

は
飴
り
の
わ
び
し
さ
に
断
腸
の
思

い
を
味
わ
う

の
で
あ
る
。

最
終
段
、

こ
こ
で
は
旅
人

の
現
在
の
心
情
を
述
べ
る
。
梅

の
実
を
食
べ
て
は
常
に
酸
味

に
苦
し
み
、
同
様
に
、
薄

い
粗
末
な
衣
服
で

は
常

に
寒
さ
に
苦
し
む
こ
と
に
な
る
。
彼
の
旅
は
決
し
て
物
見
遊
山
の
旅
行

で
は
な
い
。
第
十
五
句

・
第
十
六
句
は
、
彼
の
貧
し
い
旅

の
苦
労
を
讐
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
苦
難
の
旅
を
す
る
者
は
、
心
地
よ
い
音
楽
に
も
顔
を
綻
ば
せ
る
こ
と
が
な
い
。
ま
た
、

自
ら
歌

を
う
た

っ
て
心
を
慰
め
よ
う
と
し
て
も
、
ま
す
ま
す
尽
き
る
こ
と
の
な
い

「
恨
」
を
募
ら
せ
る
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。

以
上

で
結
ば
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
で
は

「締
竹
」
と
は
何

で
あ
ろ
う
か
。
ま
た

「長
歌
」
と
は
何
か
。
単
純

に
語
の
意
味
を
と
れ

ば
、
「
続
竹
」
は
楽
器
の
こ
と
で
あ
り
、
「
長
歌
」
は
長
く
声
を
引

い
て
歌
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
辞
書
的
な
解
釈
で

は
、

こ
の
二
語
の
性
格
を
把
握
し
き
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

従
来

の
研
究
で
は
必
ず
し
も
明
確
に
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
よ
う
だ
が
、
こ
の

「
練
竹
」
・
「
長
歌
」
の
二
語
は
前
漢
の
蘇
武
の
作

と
伝

え
ら
れ
る

「詩
四
首
」
(『
文
選
』
巻

二
十
九
)
其

二
を
典
拠
と
し
た
表
現
で
あ
ろ
う
。
他
に
用
例
が
な
い
わ
け

で
は
な
い
が
、
二

語
が
同
時

に
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
、

こ
の
蘇
武
の
詩
が
出
典
と
し
て
妥
当
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

こ
の
詩
も
や
は
り
離
別
を
主
題
と
す
る
作
品
で
あ
る
.
以
下
、
全
文

二
十
句
中
の
第
七
句
か
ら
第
十
四
句
ま
で
を
挙
げ
る
。

幸
有
絃
歌
曲

可
以
喩
中
懐

請
爲
遊
子
吟

冷
冷

一
何
悲

続
竹
属
清
聲

慷
慨
有
絵
哀

長
歌
正
激
烈

中
心
愴
以
擢

幸
ひ

絃
歌
の
曲
有
り

以
て
中
懐
を
喩
ふ
可
し

請

ふ

遊
子
の
吟
を
為
す
を

冷
冷
と
し
て

一
に
何
ぞ
悲
し

糸
竹

清
声
を
属
し
く
し
て

慷
慨

鯨
哀
有
り

長
歌

正
に
激
烈

に
し
て

中
心

愴
と
し
て
以
て
擢
か
る
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李
陵

と
の
別
れ
に
際
し
て
、
己
の
悲
し
み
を
表
す
た
め
に
蘇
武
は
う
た
い
、
楽
器
を
奏
で
る
。
「締
竹
」

の
清
ら

か
な
音
色
が
激
し

く
な
り
、
嘆
き
の
な
か
に
有
り
鯨
る
悲
し
み
が
温
れ
る
。
歌
声
が
激
し
く
な
る
と
、
蘇
武
の
心
は
愴
み
擢
け
ん
ば
か
り

に
な
る
と
い
う
。

こ

こ
で
の

「緕
竹
」
と

「
長
歌
」
は
、
悲
し
み
を
慰
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
却

っ
て
い
か
に
自
分
が
悲
し
い
気
持
ち
を

抱

い
て
い
る
か
を
、
相
手
に
示
す
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
も
し
、

こ
の
蘇
武
詩
を
出
典
と
す
る
な
ら
ば
、
「練
竹
」

も

「
長
歌
」
も
、

そ
れ
自
体
が
旅
人

の
慰
め
と
な
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
自
分
の
心
情
を
託
し
て
他
者
に
訴
え
か
け
る
も
の
で
あ
る
、
と
言
え
よ
う
。

と

こ
ろ
が

「代
東
門
行
」
の
場
合
、
孤
独
な
旅
人

に
は
、
李
陵

の
如
き
理
解
者
が
存
在
し
な
い
。
折
角

「締
竹
」

に
感
情
を
託
し
て

も
、
そ
れ
を
理
解
す
る
者
が
い
な
け
れ
ば
、
空
回
り
し
て
消
え
る
だ
け
で
あ
る
。
第
十
七
句

「
徒
ら
に
坐
に
満

つ
」
と
は
、
そ
の
こ
と

を
指
し

て
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た

「
長
歌
」
も
、
訴
え
か
け
る
相
手
が
い
な
い
か
ら
こ
そ
、
自
分
自
身
に
向
か

っ
て
う
た
い

「自
ら

慰
め
」

よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ

で
は
慰
め
と
な
る
筈
が
な
い
。
「続
竹
」
と

「
長
歌
」
は
、
そ
こ

に
託
さ
れ
た
悲
哀

を
理
解

す
る
者
が
存
在
し
て
、
は
じ
め
て
慰
め
と
な
る
の
で
あ
る
。

第

一
段
と
第

二
段
で
は
親
し
い
人
々
と
の
別
れ
が
描
か
れ
て
い
た
。
第
三
段
は
道
中
の
辛
苦
を
言
う
。

こ
れ
ら
も
充
分

に
辛
い
こ
と

で
は
あ
る
が
、
旅
人
の
最
大
の
悲
劇
は
第
四
段
に
あ
る
。
そ
れ
は
冒
頭
か
ら
第

三
段
ま
で
縷

々
と
述
べ
て
き
た
旅
の
辛
さ
を
訴
え
る
相

手
が
存
在
し
な
い
、
と
い
う
孤
独
な
の
で
あ
る
。

そ
れ

で
は
鮑
照

「代
東
門
行
」
以
前

の
作
品
の
内
容
は
、
ど
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

「代
東
門
行
」
が
模
擬
し
た
対
象
と
し
て
第

一
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
撰
者
不
詳

の
古
辞

「東
門
行
」
で
あ
る
。
『
文
選
』
巻

二
十
八

鮑
照

「東
門
行
」
題
下
の
李
善
注
に
、
「『
歌
録
』
日
、
日
出
東
門
行
、
古
辭
也
。」
と
あ
る
。
こ
の
注
は
、
「
代
東
門
行
」

の
模
擬
対
象

を
示
す
も

の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は

「
日
出
東
門
行
」
と
あ
る
が
、
清

の
胡
克
家

『
文
選
考
異
』
で
は

「
日
」
を
衛
字

と
し
て
、
古
辞
の

題
を

「出
東
門
行
」
と
す
る
。
恐
ら
く
、
古
辞
の
起
句

「
出
東
門
」
の
三
字
を
取

っ
て
楽
府
題
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、

沈
約

の

『宋
書
』
楽
志

(巻
二
十

一
)
に
収
め
ら
れ
た
も
の
を
掲
げ
る
。

東
門
行

出
東
門

東
門
を
出
で
て

鮑
照

「代
東
門
行
」
と
古
辞

「
東
門
行
」
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不
顧
婦

來
入
門

恨
欲
悲

盤
中
無
斗
儲

還
視
桁
上
無
縣
衣
」
一
解

抜
創
出
門
去

児
女
牽
衣
暗

官
家
但
願
富
貴

賎
妾
與
君
共
舗
魔
」
二
解

共
舖
歴

上
用
倉
浪
天
故

下
爲
黄
口
小
児

今
時
清
廉

難
犯
教
言

君
復
自
愛
莫
爲
非
」三
解

今
時
清
廉

難
犯
教
言

君
復
自
愛
莫
爲
非

行吾
去
爲
遅

平
愼
行

望
吾
蹄
」四
解

帰
る
を
顧
は
ざ
る
も

来
た
り
て
門
に
入
り

恨
ひ
悲
し
ま
ん
と
欲
す

盤
中

に
は
斗
の
儲

へ
無
く

還
り
て
視
れ
ば

桁
上
に
懸
衣
無
し

剣
を
抜
き
て

門
を
出

で
て
去
る
に

児
女

衣
を
牽
き
て
暗
く

官
家
は
但
だ
富
貴
を
願
ふ
も

賎
妾
は
君
と
共
に
慶
を
舗
は
ん

共
に
魔
を
舗
は
ん

上
は
倉
浪
の
天
を
用
て
す
る
が
故
に

下
は
黄
口
の
小
児

の
為
に

今
の
時
は
清
廉
な
り

教
言
を
犯
し
難
し

君

復
た
自
愛
し
て
非
を
為
す
莫
れ

今
の
時
は
清
廉
な
り

教
言
を
犯
し
難
し

君

復
た
自
愛
し
て
非
を
為
す
莫
れ

行
か
ん

吾
が
去
く
こ
と
遅
し
と
為
す

平
ら
か
に
慎
み
て
行
け

吾
が
帰
る
を
望
め

一6一



そ
の
内
容
は
、
盗
賊
に
で
も
な
ろ
う
と
す
る
の
か

一
度
は
家
を
出
て
い

っ
た
男
が
、
再
び
家
に
戻
り
、
わ
が
家
の
鯨
り
の
貧
し
さ
に

嘆
く
と
こ
ろ
よ
り
始
ま
る
。

か
め
の
中
に
は

一
斗

の
蓄
え
す
ら
な
く
、
柱
の
横
木
に
は
掛
け
る
べ
き
衣
服
も
な
い
。

も
う

一
度
、
剣
を

抜
い
て
出
て
行
こ
う
と
す
る
と
、
妻
子
が
追
い
す
が

つ
て
引
き
止
め
る
。
「
他
人
が
富
貴
を
願
う
と
し
て
も
、
私
は
君
と
共
に
粥
を
食

べ
て
暮

ら
し
ま
し
ょ
う
。
上
は
天
道

に
背
か
ぬ
た
め
に
、
下
は
子
供
の
た
め
に
」
と
言

い
、
ま
た

「今
は
正
し
い
世

の
中
で
、
法
を
犯

す
こ
と

は
出
来
ま
せ
ん
。
ど
う
か
自
重
し
て
悪
い
こ
と
を
し
な
い
で
く
だ
さ
い
」
と
訴
え
る
。
し
か
し
、
男
は
振
り
切

っ
て
出
て
ゆ
く
。

そ
れ
で
も
妻
は
夫
の
身
を
案
じ
、
「
ど
う
ぞ
ご
無
事
で
、
行

っ
て
ら

っ
し
ゃ
い
ま
せ
」
と
送
り
出
し
、
夫
は
、
自
分

の
帰
り
を
待

つ
よ

う
に
言
う
。

前
述

の
通
り

『
文
選
』
李
善
注
は
、
鮑
照

「
代
東
門
行
」
は
古
辞

「東
門
行
」
に
模
擬
す
る
作
品
で
あ
る
、
と
考

え
て
い
る
。
し
か

し
、
そ

の
内
容
は
古
辞
を
襲
う
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
確
か
に
古
辞

「東
門
行
」
の
主
題
を

「
離
別
」

と
捉
え
れ
ば
、
そ

れ
は

「
代
東
門
行
」

の
第

一
段
と
第
二
段
に
描
か
れ
た
旅
人
の
悲
哀
と
合
致
す
る
。
し
か
し
、
単
に
同

一
の
主
題
を
扱
う
が
ゆ
え
に
模

擬
作
品
と
呼
ん
で
し
ま
う
に
は
、
両
者
は
絵
り
に
も
か
け
離
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
両
作
品
を
比
較
す
る
か
ぎ
り
、
古
辞

「東
門
行
」
と

「
代
東
門
行
」
と
の
模
擬
関
係
は
極
め
て
希
薄
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ

こ
で
次

に
、
古
辞

「東
門
行
」
は
鮑
照

「
代
東
門
行
」

の
模
擬
対
象
た
り
う
る
の
か
、
と
い
う
素
朴
な
疑
問
に
関
し
て
、
文
学
史

上
で
の
、
劉
宋
時
代
に
お
け
る

「
東
門
行
」

の
位
置
づ
け
を
考
え
て
み
た
い
。

「7一

二

古
辞

「東
門
行
」
は
楽
府
の
中
で
も
相
和
歌
辞
に
属
す
る
。
相
和
歌
と
は
本
来
、
漢
の
民
間
歌
謡

で
あ

っ
た
。
後

に
三
国
魏

の
武
帝

が
新
し

い
歌
辞
を
作
り
、
文
帝

・
明
帝

に
よ

っ
て
も
継
承
さ
れ
、
恐
ら
く
明
帝
の
頃
に
は
漢
代
の
古
辞
と
合
わ
せ
て
、
宮
廷
音
楽
の
ひ

と
つ
と
し
て
の
地
位
を
得
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
魏
晋
易
代
以
降
も
、
相
和
歌
は
宮
廷
音
楽
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
。
し

か
し
、
西
晋
末
期
に
起

こ
っ
た
永
嘉

の
乱
に
よ

っ
て
、
楽
府
の
伝
承
は
途
切
れ
て
し
ま
い
、
楽
人
や
楽
器
は
北
方
に
取
り
残
さ
れ
た
ま

鮑
照

「代
東
門
行
」
と
古
辞

「東
門
行
」
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ま
と
な
る
。
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
増
田
清
秀
氏
に
詳
細
な
研
究
が
あ
る
。
氏
は
こ
の
永
嘉
の
乱
以
降

の
約

一
世
紀
を

「が
ふ

断
絶

の
時
代
」
と
呼
ん
で
い
る
。

永
嘉
の
齪
が
勃
襲
し
て
、

一
方
で
は
、
古
曲
を
歌
唱
し
た
伶
人
た
ち
が
五
胡
占
有
の
地
を
放
浪
し
、
他
方
で
は
、
傅
玄

・
陸
機

に
績
く
作
家
が
世
に
現
れ
ず
、
そ
の
後
、
實

に

一
世
紀

に
亙

っ
て
、
「
が
ふ
」
と
呼
稻
す
る
人
さ
え
世
に
出
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

現

存
資
料
か
ら
言
え
ば
、
東
巫日
一
代
、
「
が
ふ
」
を
制
作
し
た
作
家
は
皆
無
に
近

い
。
む
し
ろ
、
作
家
が
出
な

か

っ
た
と
言
い
改

め
た
方
が
よ
く
、
ま
さ
し
く

「
が
ふ
」
断
絶

の
時
代
で
あ

っ
た
。

確

か
に
現
在
残
さ
れ
た
資
料
を
確
認
し
た
か
ぎ
り
、
南
方
の
民
謡
は
別
と
し
て
、
東
晋
王
朝
に
お
い
て
楽
府
は
ほ
と
ん
ど
作
ら
れ
な

か
つ
た
よ
う
で
あ
る
。

一
方

で
、
北
方
に
残
さ
れ
た
楽
人
や
楽
器
は
、
涼
州

(甘
粛
省

武
威
)
に
流
れ
て
い
っ
た
。

清
樂
其
始
即
清
商
三
調
是
也
。
並
漢
來
善
曲
。
樂
器
形
制
、
井
歌
章
古
辭
與
魏
三
祖
所
作
者
、
皆
被
於
史
籍
。

囑
替
朝
遷
播
、
夷

掲
霧
振
、
其
音
分
散
。
荷
永
固
平
張
氏
、
始
於
涼
州
得
之
。
宋
武
平
關
中
、
因
而
入
南
、
不
復
存
於
内
地
。

清
楽

其
の
始
め
は
即
ち
清
商
三
調
是
れ
也
。
並
び
に
漢
来
の
旧
曲
な
り
。
楽
器
形
制
、
井
び
に
歌
章
古
辞
と
魏

三
祖
の
作
る
所

の
者
と
は
、
皆

史
籍

に
被
る
。
晋
朝

遷
播
せ
し
属
り
、
夷
渇

窃
拠
し
、
其

の
音

分
散
す
。
荷
永
固

(
堅
)

張
氏
を
平

げ
、
始
め
て
涼
州
に
於
て
之
を
得
。
宋
武

関
中
を
平
げ
、
因
り
て
南
に
入
り
、
復
た
内
地
に
存
せ
ず
。(『

晴
書
』
音
楽
志

下
)

こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
前
秦
の
荷
堅
は
前
涼
を
滅
ぼ
し
て
清
商
三
調

(相
和
清
調

・
平
調

・
班必
調
)
を
手
に
入
れ
た
、
と
し
て
お
り
、

前
涼

で
は
魏
晋

の
楽
府
が
保
存
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
以
後
、
符
堅
か
ら
慕
容
垂

・
銚
興
ら
の
手
を
経
て
、
東
晋

の
義
煕
十
三
年

(
四

一
七
)、
長
安
を
占
拠
し
た
劉
裕

(後

の
宋
武
帝
)
が
南
朝

に
楽
府
を
持
ち
か
え

っ
た
。
そ
の
三
年
後
に
始
ま
る
劉
宋
王
朝
で
は
、

楽
府
は
魏
晋
時
代
と
同
じ
く
朝
廷

に
お
い
て
行
わ
れ
た
。
次
に
挙
げ
る
の
は
、
第
二
代
少
帝
を
廃
せ
ん
と
す
る
張
皇
太
后

の
令
で
あ
る
。

大
行
在
濱
、
宇
内
哀
憧
、
幸
災
躍
於
惇
詞
、
喜
容
表
於
在
感
。
至
乃
徴
召
樂
府
、
鳩
集
伶
官
、
優
侶
管
絃
、
靡

不
備
奏
、
珍
差
甘

膳
、
有
加
平
日
、
採
澤
縢
御
、
産
子
就
宮
、
観
然
無
作
、
醜
聲

四
達
。

大
行

殖
に
在
り
、
宇
内

哀
し
み
憧
る
も
、
幸
災

惇
詞
を
躍
に
し
、
喜
容

在
感
に
表
る
。
乃
ち
楽
府
を
徴
召
し
、
伶
官
を
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鳩
集
し
、
優
侶
管
絃
、
奏
を
備

へ
ざ
る
靡
く
、
珍
差
甘
膳
、
平
日
に
加
ふ
る
有
り
、
縢
御
を
採
択
し
、
産
子

宮
に
就
く
に
至
り

て
は
、
醍
然
と
し
て
作
つ
る
無
く
、
醜
声

四
達
す
。

(『
宋
書
』
少
帝
紀
)

武
帝

の
後
を
継
い
だ
少
帝
は
、
武
帝
崩
御
の
直
後
か
ら

「
楽
府
を
徴
召
し
、
伶
官
を
鳩
集
し
」
た
と
い
う
。
た
め

に
弾
劾
さ
れ
、
廃

位
の
理
由
の
ひ
と

つ
と
さ
れ
て
し
ま

っ
た
が
、
劉
宋
初
期
、
魏
晋
の
楽
府
が
非
常
に
愛
好
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
断
絶

の
時
代

を
経
て
や

っ
と
取
り
戻
さ
れ
た
楽
府
は
、
皇
帝
の
崩
御
さ
え
抑
止
力
と
な
ら
ぬ
程
、

こ
の
上
な
い
渇
望
の
的
で
あ

っ
た
可
能
性
さ
え
あ

る
。
そ
し
て
楽
府
に
対
す
る
愛
好
は
、
や
が
て
文
人
に
よ
る
擬
楽
府

の
制
作
と

い
う
潮
流
を
生
む
の
で
あ

っ
た
。

『
南
史
』

に
は
、
顔
延
之
と
謝
霊
運
が
、
文
帝
の
勅
命
に
よ

っ
て
擬
楽
府
を
競
作
し
た
、
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

こ
の
二
人
は
西
晋

の
播
岳

・
陸
機
に
も
比
肩
し
う
る
文
人
と
し
て
、
当
時
か
ら
名
を
馳
せ
て
い
た
。

延

之
與
陳
郡
謝
蜜
運
倶
以
辭
采
齊
名
、
而
遅
速
縣
絶
。
文
帝
嘗
各
勅
擬
樂
府

「
北
上
篇
」
。
延
之
受
詔
便
成
、
蜜

運
久
之
乃
就
。

延

之
と
陳
郡
の
謝
霊
運
と
は
倶
に
辞
采
を
以
て
名
を
斉
し
く
す
る
も
、
遅
速

県
絶
す
。
文
帝

嘗
て
各

≧
勅
し
て
楽
府

「
北
上

篇

」
に
擬
せ
し
む
。
延
之

詔
を
受
け
て
便
ち
成
り
、
霊
運

之
を
久
し
く
し
て
乃
ち
就
る
。

(『
南
史
』
顔
延
之
伝
)

注
目
す
べ
き
は
、
擬
楽
府
の
制
作
が
皇
帝
の
勅
命

に
よ
る
公
的
な
場
で
な
さ
れ
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
彼
ら
の
よ
う
な
高
名
な
文

人
が
公
的
に
擬
楽
府
を
作

っ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
擬
楽
府
の
制
作
行
為
そ
の
も
の
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
思

わ
れ
る
。
な
お
、

「北
上
篇
」
は
相
和
清
調

「
苦
寒
行
」
の
歌
辞
と
思
わ
れ
る
.
文
帝
の
時
代
ま
で
は
ま
だ
相
和
歌
が
、
恐
ら
く
そ
の
希

少
価
値
の
故
に
、

人
々
の
関
心
を
引
く
も
の
で
あ

っ
た
。

一
方
、
「
東
門
行
」

に
つ
い
て
は
張
永

『
元
嘉
正
聲
伎
録
』
と
王
僧
慶

『
大
明
三
年
宴
樂
技
録
』
に
記
録
が
残
さ
れ

て
い
る
。

ま
ず
、
張
永
の

『
元
嘉
正
聲
伎
録
』
は
文
帝
の
元
嘉
年
間

(
四
二
四
～
四
五
二
)
の
楽
府

の
記
録
で
あ
る
。
張
永
は
多
才
な
人
物
で
、

音
楽

に
も
明
る
か

っ
た
と

い
う

(『
宋
書
』
張
永
伝
).
『
元
嘉
正
聲
伎
録
』

で
は
、
相
和
曲
十
五
曲
を
挙
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
曲
調
に
つ

い
て
誰

の
歌
辞
を
歌
う
か
が
示
さ
れ
て
い
る

(傍
点
筆
者
)。

『
古
今
樂
録
』

日
、
「
張
永

『
元
嘉
技
録
』
"相
和
有
十
五
曲
、

一
日
氣
出
唱
、
二
日
精
列
、
三
日
江
南
、
四
日
度
關
山
、
五
日
東

鮑
照

「代
東
門
行
」
と
古
辞

「東
門
行
」
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光
、

六
日
十
五
、
七
日
莚
露
、
八
日
蕎
里
、
九
日
観
歌
、
十
日
封
酒
、
十

一
日
鶏
鳴
、
十
二
日
烏
生
、
十
三
日
平
陵
東
、
十
四
日

東

門
、
十
五
日
晒
上
桑
。
十
三
曲
有
辭
。
氣
出
唱

・
精
列

・
度
關
山

・
莚
露

・
蕎
里

・
封
酒
並
魏
武
帝
辭
。
十
五
文
帝
辭
。
江
南

・

東
光

・
鶏
鳴

・
烏
生

・
平
陵
東

・
阻
上
桑
並
古
辭
是
也
。

二
曲
無
辭
。
観
歌

・
東
門
是
也
。
"
～
」

(『
樂
府
詩
集
』
巻
二
十
六

相
和
歌
辞

一

相
和
曲

上
)

文
中

「
東
門
」

は
十
四
番
目
に
見
え
る
が

「
二
曲
に
辞
無
し
。
観
歌

・
東
門
是
れ
な
り
」
と
あ
り
、
「
東
門
」
を
歌
辞

の
な
い
曲
調

と
し

て
い
る
。
楽
府
断
絶
の
時
代
を
経
た
後
で
も
あ
り
、
恐
ら
く
未
だ
西
晋
時
代

の
旧
に
復
し
て
い
な
か

っ
た
も
の
と
み
え
る
。
「
東

門
行
」

の
歌
辞
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
の
は
、
孝
武
帝
の
大
明
三
年

(
四
五
九
)
に
な

っ
て
か
ら
で
あ
る
。
王
僧
慶

『
大
明
三
年
宴
樂

技
録
』

に

「
東
門
行
」
は
古
辞

「東
門
」
を
歌
う
、
と
言
う
。

『古
今
樂
録
』
日
、
「
王
僧
虞

『技
録
』
云
、
"東
門
行
、
歌
古
東
門

一
篇
"
今
不
歌
。
」

(『
樂
府
詩
集
』
巻
三
十
六

相
和
歌
辞
十

一

琶
調
曲

一
)

だ
と
す
れ
ば
鮑
照

「代
東
門
行
」

の
制
作
年
代
が
問
題
と
な
る
。
も
し

「
代
東
門
行
」
が
大
明
三
年
以
前

の
作

な
ら
ば
、
鮑
照
も

『
元
嘉

正
聲
伎
録
』
と
同
様

に
、
「
東
門
」
を
歌
辞
の
な
い
楽
府
題
と
し
て
認
識
し
て
い
た
筈
で
あ
り
、
古
辞

「
東
門
」
は
模
擬
対
象
た

り
得
な

い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

大
明

三
年
前
後

の
時
期
は
、
鮑
照
に
と

つ
て
、
ま
た
劉
宋

の
楽
府
を
考
え
る
上
で
も
、
非
常

に
重
要
な
時
期

で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

旧
来
の
伝
統
的
な
相
和
歌
に
替
わ

っ
て
、
南
方
の
民
謡
と
し
て
新
し
く
生
ま
れ
た
呉
歌
西
曲
の
地
位
が
、

こ
の
時
期
、
非
常
に
高
ま

っ

た
の
で
あ
る
。
呉
歌
西
曲
は
、
『
宋
書
』
楽
志

に
よ
れ
ば
、
晋
の
頃
か
ら
次
第

に
広
ま

っ
て
き
た
民
歌
を
基
調
と
し

て
、
概
ね
五
言
四

句
と
い
う
比
較
的
短

い
形
式
を
と
る
歌
謡
で
あ
る
。
『
南
齊
書
』
薫
恵
基
伝
に
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。

自
宋
大
明
以
來
、
聲
伎
所
尚
、
多
鄭
衛
淫
俗
、
而
雅
樂
正
聲
、
鮮
有
好
者
。
恵
基
解
音
律
、
尤
好
魏
三
祖
曲
及
相
和
歌
。
毎
奏
、

軾
賞
悦
不
能
已
。

宋

の
大
明
自
り
以
来
、
声
伎
の
尚
ぶ
所
は
、
多
く
鄭
衛
の
淫
俗
に
し
て
、
雅
楽
正
声
は
、
好
む
者
有
る
こ
と
鮮

し
。
恵
基

音
律

を
解
し
、
尤
も
魏
三
祖
の
曲
及
び
相
和
歌
を
好
む
。
奏
す
る
毎
に
、
軾
ち
賞
悦
已
む
能
は
ず
。

(『
南
齊
書
』
薫
恵
基
伝
)
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薫
恵

基
自
身
は
相
和
歌
を
非
常
に
好
ん
だ
が
、
た
と
え

「
鄭
衙
淫
俗
」
と
蔑
ま
れ
よ
う
と
、
時
代
の
趨
勢
は

「
呉
歌
」
に
傾
い
て
い

た
よ
う

で
あ
る
。
こ
の
逆
転
現
象
は
、
恐
ら
く
当
時

の
皇
帝
、
孝
武
帝
の
意
向
を
反
映
し
て
い
よ
う
。
中
森
健

二
氏

「鮑
照

の
文
學
」

に
よ
れ
ば
、
寒
人
を
登
用
し
、
か
つ

「
文
學
を
貴
族

の
手
か
ら
と
り
あ
げ
る
こ
と
」
は
、
中
央
集
権
を
狙

つ
た
孝
武
帝
の

「
政
策
的
意

圖
」

で
あ

つ
た
と
い
う
。

つ
ま
り
孝
武
帝
治
世
期

の
呉
歌
西
曲
の
流
行
の
背
後

に
は
、
孝
武
帝
の
政
治
的
な
意
図
が
隠
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
孝
武
帝
は
呉
歌
西
曲
を
好
み
、
自
ら
も

「
丁
督
護
歌
」
(『
樂
府
詩
集
』
巻
四
十
五

清
商
曲
辞
)
と
い
う
呉
歌
を
残
し
て
い

る
。一

方
、
鮑
照
に
と

っ
て
大
明
年
間

(四
五
七
～
四
六
四
)
と
い
う
の
は
、
彼

の
人
生
の
中

で
唯

一
、
皇
帝
の
側
近

と
し
て
仕
・兄
た
時

期
に
当

た
る
。
呉
歌
西
曲

の
流
行
が
、
孝
武
帝

の
政
治
的
な
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
時
期
の
鮑
照

の
文
学
活
動
は

孝
武
帝

の
意
を
迎
え
、
呉
歌
西
曲
の
制
作
が
中
心
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
も
の
か
ど
う
か
確
証
は
な
い
が
、

鮑
照
も

「
呉
歌
」

二
首

(『
鮑
氏
集
』
巻
七
)、
「
採
菱
歌
」
七
首

(『
鮑
氏
集
』
巻
六
)、
「
詠
薫
史
」
(『鮑
氏
集
』
巻

六
)
な
ど
、
呉
歌

西
曲
の
系
統
に
属
す
る
作
品
を
残
し
て
い
る
。
彼
は
、
湯
恵
休
と
共
に
批
判

の
対
象
と
な
る
こ
と
も
あ

っ
た
が
、
孝
武
帝
に
よ

っ
て
側

近
に
抜
擢
さ
れ
た
鮑
照
と
し
て
は
、
皇
帝

の
嗜
好

に
逆
ら
え
よ
う
筈
も
な
い
.
『
宋
書
』
の
本
伝
に
は
、

こ
の
時
期

の
鮑
照
の
様
子
を

次
の
よ
う
に
言
う
。

世
祖
以
照
爲
中
書
舎
人
。
上
好
爲
文
章
、
自
謂
物
莫
能
及
。
照
悟
其
旨
、
爲
文
多
鄙
言
累
句
。
當
時
威
謂
照
才
壷
、
實
不
然
也
。

世
祖

(孝
武
帝
)

照
を
以
て
中
書
舎
人
と
為
す
。
上

文
章
を
為
る
を
好
み
、
自
ら
謂

へ
ら
く

物

及
ぶ
能
ふ
莫
し
と
。
照

其

の
旨
を
悟
り
、
文
を
為
る
に
鄙
言
累
句
多
し
。
当
時
威
謂

へ
ら
く

照
の
才
尽
く
と
。
実
は
然
ら
ざ
る
な
り
。

(『宋

書
』
劉
義
慶
伝
)

孝
武
帝
は
好
文
の
皇
帝

で
あ

っ
た
が
、
同
時
に

「自
分

に
及
ぶ
者
は
い
な
い
」
と
自
ら
言
う
ほ
ど
気
位
も
高
か

つ
た
。
こ
の
よ
う
な

皇
帝

の
も
と

で
は
、
鮑
照
の
文
学
活
動

に
相
当
の
攣
肘
が
加
え
ら
れ

て
い
た
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
右

の
記
述
に
よ
れ
ば
、
鮑

照
は
孝
武
帝
の
意
を
察
し
て

「
鄙
言
累
句
」
を
多
く
作
り
、
孝
武
帝

の
プ
ラ
イ
ド
を
傷

つ
け
な
い
よ
う
に
努
め
た
と

い
う
。
こ
の
逸
話

が
即
事
実
で
あ
る
と
す
る
の
は
短
絡
的

で
あ
る
が
、
鮑
照
は
細
心
の
注
意
を
払

つ
て
自
己
の
文
学
活
動
に
制
限
を
加

え
て
い
た
に
違
い

な
い
。
恐
ら
く
、
彼
が
孝
武
帝
に
逆
ら

っ
て
伝
統
的
な
相
和
歌
辞
を
作
る
こ
と
は
、
殆
ど
不
可
能
だ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
な
ら
ば

「
代
東

鮑
照

「代
東
門
行
」
と
古
辞

「東
門
行
」
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門
行
」

の
制
作
年
代
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
孝
武
帝
に
仕
え
る
以
前
か
、
孝
武
帝
か
ら
離
れ
た
後
の
い
ず
れ
か
と
な
る
。
し
か
し

以
下

に
挙
げ
る
三
点
の
理
由
か
ら
、
筆
者
は

「
代
東
門
行
」
の
制
作
年
代
を
孝
武
帝

に
仕
え
る
以
前
と
考
え
た
い
。

①

『
詩
品
』
下
品

(謝
超
宗
)
に

「大
明

・
泰
始

(
四
六
五
～
四
七

一
)
中
、
鮑

(
照
)
・
(湯
恵
)
休
の
美
文
、
殊

に
已
に
俗
を
動
か

す
」
と
あ
り
、
呉
歌
西
曲
を
中
心
と
し
た
鮑
照
の
文
学
活
動
は
、
大
明
年
間
以
降
も
引
き
続
き
持
て
難
さ
れ
た
よ
う

で
あ
る
。
だ
と
す

れ
ば
、
孝
武
帝

の
お
先
棒
を
か

つ
い
だ
結
果
と
は
い
え
、
鮑
照
が
自
ら
地
位
向
上
に
貢
献
し
て
き
た
呉
歌
西
曲
を
捨

て
て
、
既
に
下
火

に
な

っ
て
い
た
相
和
歌
の
模
擬
作
を
作

っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

②
大
明

六
年

(
四
六
二
)、
鮑
照
は
荊
州
刺
史
と
な

っ
た
臨
海
王
子
項
の
前
軍
行
参
軍
と
し
て
、
建
康
を
離
れ
て
荊
州

へ
赴
任
し
て
し

ま
う
。

し
た
が

っ
て
、
か
つ
て
宮
廷
で
愛
好
さ
れ
て
い
た
相
和
歌
と
は
、
ま
す
ま
す
遠
く
隔

て
ら
れ
る
か
た
ち
に
な

っ
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。

鮑
照
は
二
度
と
建
康
に
戻
る
こ
と
な
く
、
四
年
後

の
明
帝
の
泰
始

二
年

(
四
六
六
)
に
殺
さ
れ
る
。

③
荊
州

で
の
彼
の
主
君
臨
海
王
は
ま
だ
ほ
ん
の
少
年

(泰
始
二
年
の
時
点

で
十

一
歳
)
で
、
か

つ
て
仕
え
た
臨
川
王
劉
義
慶

や
始
興
王

劉
溶

の
時
の
よ
う
に
、
王
族
の
主
催
す
る
文
壇

で
活
躍
す
る
こ
と
も
か
な
わ
な
か

っ
た
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
た
と
え
宮
廷
音
楽
で
あ
る

相
和
歌

に
模
擬
し
た
擬
楽
府
を
作

っ
た
と
し
て
も
、
鮑
照
に
は
そ
れ
を
発
表
す
る
場
所
が
無
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
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楽
府

に
限

っ
て
言
え
ば
、
鮑
照

の
文
学
活
動
は
孝
武
帝
に
仕
え
る
前
と
後
と
で
大
き
く

二
つ
の
時
期
に
分
け
て
考

え
ら
れ
よ
う
。
そ

し
て
後

期
は
孝
武
帝

の
推
進
し
た
呉
歌
西
曲
が
中
心
を
占
め
る
。
な
ら
ば

「代
東
門
行
」
も
含
め
て
、
相
和
歌

に
模
擬
す
る
擬
楽
府
の

制
作
は
、
逆
に
相
和
歌
が
宮
廷
音
楽
と
し
て
ま
だ
充
分
に
愛
好
さ
れ
た
、
文
帝
治
世
期
の
可
能
性
が
高
い
。

以
上
を
要
す
る
に
、
鮑
照

「代
東
門
行
」
の
制
作
時
期
は
張
永

『
元
嘉
正
聲
伎
録
』

の
記
録
し
た
時
期
に
準
じ
て
考
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。

し
た
が

っ
て
、
鮑
照
に
と

っ
て

「
東
門
行
」
と
い
う
楽
府
題
は
、
歌
辞
の
な
い
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

念
の
た
め
に
、
「東
門
行
」
の
歌
辞
が
古
辞

「東
門
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
王
僧
慶

『
大
明
三
年
宴
樂
技
録
』

に
つ
い
て
、
も
う

少
し
触
れ
て
お
く
。

現
在

の
我
々
か
ら
す
れ
ば
喉
か
ら
手
が
出
る
ほ
ど
欲
し
い
、

こ
の
楽
府

の
記
録
も
、
あ
ろ
う
こ
と
か
当
初
は
殆
ど
無
視
さ
れ

て
い
た



ら
し
い
。
こ
の
こ
と
は
以
下
に
引
用
す
る
、
順
帝

の
昇
明
二
年

(四
七
八
)
の
王
僧
慶
自
身

の
上
表
文
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

今
之
清
商
、
實
由
銅
雀
。
魏
氏
三
祖
、
風
流
可
懐
。
京
洛
相
高
、
江
左
彌
重
。
諒
以
金
縣
干
戚
、
事
絶
於
斯
。
而
情
攣
聴
改
、
稽

復
零
落
、
十
数
年
間
、
亡
者
將
半
。

今

の
清
商
は
、
実
に
銅
雀
に
由
る
。
魏
氏

の
三
祖
、
風
流
懐
ふ
可
し
。
京
洛
相
高
く
、
江
左
弥

ζ
重
ん
ず
。
諒

に
金
県
干
戚
を
以

て
す
る
も
、
事

斯
に
絶
ゆ
。
而
し
て
情
変
じ

聴
改
ま
り
、
稽
く
復
た
零
落
し
、
十
数
年
間
、
亡
ぶ
者
将
に
半
ば
な
ら
ん
と
す
。

(『
宋
書
』
准木
士
心

一
)

右
の
記
述
は
、
魏
の
武
帝

・
文
帝

・
明
帝
以
来
重
ん
ぜ
ら
れ
た
相
和
歌
が
、

や
が
て
廃
れ
て
き
た
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

こ

の
上
表
文

の
書
か
れ
た
昇
明
二
年
か
ら

「十
数
年
間
」
を
遡
れ
ば
、
王
僧
慶
が
記
録
し
た
大
明
三
年
も
含
ま
れ
る
。

恐
ら
く

『大
明
三

年
宴
樂
技
録
』
は
、
孝
武
帝
の
主
導
に
よ

っ
て
擁
頭
す
る
呉
歌
西
曲
に
対
す
る
反
動
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
の
努
力
は
遂

に
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
な
か

っ
た
ら
し
い
。
ゆ
え
に

「十
数
年
」
を
経
た
昇
明
二
年
に
は

「
亡
者
將
半
」
と
い
う
有

り
様
と
な

っ
た
の

で
あ
る
。

こ
の
上
表
文
は
薫
道
成

(後
の
斉

の
高
帝
)
を
動
か
し
、
薫
恵
基

に
命
じ
て
よ
う
や
く
相
和
歌
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

(『
南
史
』
王
僧
慶
伝
)
が
、
こ
れ
は
鮑
照

の
死
後
の
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
王
僧
凄

に
よ

っ
て
古
辞

「
東
門
」
が

「
東
門
行
」

の
歌

辞
と
し

て
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
、
生
前
の
鮑
照
が
知

つ
て
い
た
か
ど
う
か
、
疑
問
な
の
で
あ
る
。

以
上
述

べ
て
き
た

「代
東
門
行
」
の
制
作
年
代
の
推
定
と
、
『
大
明
三
年
宴
樂
技
録
』
に
対
す
る
疑
問
よ
り
考
え
る
に
、
「代
東
門
行
」

と
は
歌
辞
の
な
い

「
東
門
行
」

に

「代
」
わ
る
作
品
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ

で
は
、
鮑
照
が
歌
辞

の
な
い

「東
門
行
」
を
取
り
上
げ
た
意
図
は
何
だ

つ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
歌
辞
が
な
い

(と
さ
れ

て
い
る
)
楽
府
題
に
よ

っ
て
歌
辞
を
作
る
こ
と
で
、
読
者
に
興
味
を
持
た
せ
る

こ
と
だ

つ
た
の
で

は
な

い
か
、
と
思
わ
れ
る
。
「代
東
門
行
」
の
制
作
年
代
が
、
「
東
門
行
」

に
は
歌
辞
が
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
時

期
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
新

し
い
歌
辞
を
作
る
こ
と
は
読
者

の
好
奇
心
を
刺
戟
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
優
れ
た
作
品
を
作
る
と
い
う
大
前
提
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
、

折
角
作

っ
た
作
品
は
読
ん
で
も
ら
わ
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
。
先
に
挙
げ
た
謝
霊
運
と
顔
延
之
の
競
作
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、

当
時
は
擬
楽
府

の
制
作
自
体
が
注
目
を
集
め
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下

で
は
、
た
と
え
新
し
い
内
容
を
詠
じ
た
い
時

で
も
、
出
来
れ
ば

模
擬
作

と
い
う
形
を
取

っ
た
ほ
う
が
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
。
そ
の
と
き
歌
辞
の
な
い

「
東
門
行
」
は
、
読
者

の
興
味
を
引
く
と
い
う

鮑
照

「代
東
門
行
」
と
古
辞

「東
門
行
」

一13一
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点

か
ら

も

容

器

と

し

て

は

う

つ
て

つ
け

だ

っ
た

の

で

あ

る

。

三

そ
う

し
て
自
己
の
文
才
を
誇
示
す
る
こ
と
は
、
恐
ら
く
鮑
照
の
立
身
出
世
と
い
う
野
心
に
大
い
に
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
当
時
は

「上
品
に
寒
門
無
く
、
下
品
に
勢
族
無
し
」
(『
巫日
書
』
劉
毅
伝
)
と
い
う
貴
族
全
盛
の
時
代
で
あ
る
。
そ

の
中
で

「寒
門
」

の
鮑
照

は
、
文
学
に
よ

つ
て
立
身
の
道
を
模
索
し
た
。
実
際
、
彼
が
最
初

に
仕
え
た
劉
義
慶
は
彼
の

「
辭
章
之
美
」

を
評
価
し
た
よ
う

で
あ
る

(『
宋
書
』
劉
義
慶
伝
)。
そ
の
劉
義
慶
が
編
纂
し
た

『
世
説
新
語
』
文
学
篇
に
は
、
文
学
作
品
を
き

っ
か
け
と
し
て
権
力
者
と

の
接
点
を
持

つ
た
人
々
の
故
事
を
収
め
る
。
そ
の
よ
う
な
逸
話
は
、
自
己
の
文
才
の
み
を
侍
む
鮑
照
に
と

っ
て
、
見
習

い
た
い
先
例
と

し
て
意
識
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。

「代
東
門
行
」
は
旅
人
の
嘆
き
を
描
く
も

の
だ
が
、
そ
れ
は
寒
門
出
身
者
の
人
生
行
路
に
対
す
る
懊
悩
で
も
あ
る
。
「
代
東
門
行
」

の

悲
哀
は
、
詰
ま
る
と
こ
ろ
、
仕
官
す
る
に
は
都
に
上
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
命
ぜ
ら
れ
れ
ば
遠
方

へ
旅
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
そ
の

よ
う
な
官
途

に
生
き
る
者

の
宿
命
に
起
因
し
て
い
よ
う
。
楽
府
に
限
ら
ず
、
鮑
照
の
作
品
に
は
、
し
ば
し
ば
そ
の
よ
う
な
旅
人
の
姿
を

描
く
も

の
が
あ
る
。
「
代
東
門
行
」

の
内
容
も
鮑
照
自
身
の
境
遇
を
、
映
し
込
ん
で
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
鮑
照

の
楽
府

の
特
徴
と

し
て
、
自
己
の
心
情
が
盛
り
込
ま
れ

て
い
る
こ
と
は
、
先
人
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「代
東
門
行
」

の
旅
人
は
何
処
か
ら
何
処

へ
行
く

の
か
、
何
を
し
に
行
く
の
か
、
そ
の
辺
り
の
状
況
は
何
ひ
と

つ
明
示
し
な
い
。
た

だ
ひ
た
す
ら
に
悲
哀
を
言
い
、
就
中
、
後
段
は
蘇
武
の

「詩
」
を
下
敷
き
に
し
て
、
悲
哀
の
共
感
者
が
い
な
い
孤
独
を
強
調
し
て
い
る
。

恐
ら
く
鮑
照
は
、
想
定
し
た
読
者

に
対
し
て
自
己
の
境
遇
を
縷

々
説
明
す
る
よ
り
も
、
旅
人
が
抱
く
感
情
と
し
て
、
孤
独

の
悲
哀
を
印

象
的
に
示
し
た
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

で
は

い
っ
た
い
、
鮑
照
は
誰
に
向
け
て

「代
東
門
行
」
を
作

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
代
東
門
行
」
が
離
別
を
描
く
も
の
で
あ
る
か
ら
と

い
っ
て
、
私
的
な
送
別
詩
と
し
て
作
ら
れ
た
と
は
考
え
に
く

い
。
相
和
歌
は
あ

く
ま

で
も
宮
廷
音
楽

で
あ
る
。
「
東
門
行
」
が
相
和
歌
で
あ
る
以
上
、
「
代
東
門
行
」
も
宮
廷
に
近

い
者
に
向
け
て
発
信
さ
れ
た
、
と
考

一14一



え
る
ほ
う
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

伊
藤

正
文
氏

「鮑
照
傳
論
稿
」
の
指
摘

で
は
、
鮑
照
は
権
門
に
近
づ
く
に
当
た

っ
て

「
一
流
を
の
み
狙

つ
て
行

つ
た
」
「
具
眼
の
士
」

で
あ

っ
た
。
彼
が
近
づ
い
た

「
一
流
」
達
は
、
当
然
寒
門
の
苦
悩
な
ど
知
ら
な
い
。
鮑
照
は

「代
東
門
行
」
を
通
し

て
、
彼
ら
に
寒
門

の
理
解

者
た
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
は
な
か

っ
た
か
。

旅
人

の
孤
独
を
癒
す

の
は
誰
か
。
そ
れ
は

「綜
竹
」
と

「
長
歌
」
と
を
解
す
る
者

に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
当
時
鮑
照
の
仕
え
た
主

君
た
ち

に
は
、
臨
川
王
劉
義
慶
や
、
始
興
王
劉
溶
、
ま
た
孝
武
帝
を
も
含
め
て
、
文
学
の
愛
好
者
と
し
て
著
名
な
者
ば
か
り
が
い
る
の

で
あ
る
。

四

厳
密

に
言
え
ば
、
存
在
し
な
い

(と
考
え
ら
れ
て
い
た
)
歌
辞
に
模
擬
す
る
な
ど
ナ
ン
セ
ン
ス
に
過
ぎ
な
い
。
し

か
し
伝
存
す
る
曲

調
に
対
し
、
新
し
い
作
品
を
嵌
め
込
ん
で

「模
擬
し
た
」
と
称
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

失
わ
れ
た
も
の
に
対
し
て
、

こ
れ
を
補
お
う
と
す
る
意
識
が
働
く
こ
と
は
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。

こ
こ
で
思

い
出
さ
れ
る
の
が

西
晋

の
束
哲

「補
亡
詩
」
六
首

(『
文
選
』
巻
十
九
)
で
あ
る
。

こ
れ
は

『
詩
経
』

の
小
雅

「
南
陳
」
以
下
六
篇
を
補

つ
た
も
の
で
あ

る
。

こ
れ
ら
六
篇
は
当
時
、
題

・
小
序
の
み
を
残
し
て
亡
侠
し
て
し
ま

っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
序

に
は

「
補
亡
詩
」
制
作

の

経
緯
を
次

の
よ
う
に
言
う
。

哲

與
司
業
疇
人
疑
脩
郷
飲
之
禮
。
然
所
詠
之
詩
、
或
有
義
無
辭
、
音
樂
取
節
閾
而
不
備
、
於
是
遙
想
既
往
、
存

思
在
昔
、
補
著
其

文

以
綴
善
制
。

哲

司
業
の
疇
人
と
郷
飲
の
礼
を
疑
脩
す
。
然
る
に
詠
ず
る
所
の
詩
、
或
ひ
は
義
有
り
て
辞
無
く
、
音
楽

節

を
取
る
に
閾
き
て

備

は
ら
ず
、
是
に
於
い
て
遥
か
に
既
往
を
想
ひ
、
思
ひ
を
在
昔
に
存
し
、
其
の
文
を
補
著
し
て
以
て
旧
制
を
綴

る
。

(『
文
選
』
巻
十
九
)

こ
の
序

に
よ
れ
ば
、
束
哲
が
郷
飲

の
礼
を
実
習
し
た
際
に
、
遥
か
昔

に
思
い
を
馳
せ
て

「有
義
無
辭
」
の
文
を
補

っ
た
と
い
う
。
束
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哲
は
、
汲
家
よ
り
発
掘
さ
れ
た
竹
簡
を
解
読
し
た
ほ
ど
高
い
学
識
を
持

っ
て
い
た
。
「補
亡
詩
」

の
制
作
は
、
そ
の
学
識
に
裏
打
ち
さ

れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
鮑
照
が

「
東
門
行
」
に
代
わ
る

「
代
東
門
行
」
を
作

つ
た
こ
と
も
、
彼

の
、
楽
府
に
対
す
る
造

詣
の
深
さ
を
表
す
こ
と
に
な

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ

「補
亡
詩
」
の
ご
と
き
作
品
が
存
在
し

た
こ
と
は
、
筆
者

の
考
え

の
傍
証
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

「
代
東
門
行
」

の
最
大

の
特
徴
は

「
模
擬
」
を
称
し
な
が
ら
、
実
は
新
し
い
作
品
で
あ
る
と
い
う
魅
力
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
作
品

の
内
容

は
何
よ
り
も
大
事
な
も
の
だ
が
、
彼
は
そ
こ
で
新
し
い
楽
府
題
を
創
作
す
る
の
で
は
な
く
、
歌
辞
が
な
い
と
さ
れ
る
古
楽
府
題

を
用
い

て
読
者
の
興
味
を
引
こ
う
と
し
た
。
鮑
照
に
と

っ
て
模
擬
は
方
便

に
過
ぎ
な
い
。
何
の
た
め
の
方
便
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
作

品
を
際

立
た
せ
る
効
果
を
狙

つ
た
も
の
で
あ
る
。
旅
人
の
孤
独
、
そ
れ
は
鮑
照
自
身

の
境
遇
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ

れ
を
訴
え
る
と
し
て
も
、
読
ん
で
も
ら
わ
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
。
な
ら
ば
目
立
た
せ
る
工
夫
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
曲
調
の
み
が
伝
わ

つ

て
歌
辞

の
な
い

「東
門
行
」
を
取
り
上
げ
る
所
以
で
あ
る
。

本
稿

で
は
鮑
照
の
作
品
の
な
か
で
も
、
や
や
特
異
な
位
置

に
あ
る

「代
東
門
行
」
に
つ
い
て
、
そ
の

「
代
」
作

の
実
態
を
探
ろ
う
と

試
み
た
。
だ
が
、
「
代
東
門
行
」
に
見
ら
れ
る
、
自
分

の
主
張
を
模
擬
作
と
し
て
包
み
込
む
手
法
は
、
鮑
照
の
他

の
作
品
、

こ
れ
は
擬

楽
府
に
限
ら
ず
、
例
え
ば

「劉
公
幹
の
体
に
学
ぶ
」
五
首
の
よ
う
な
擬
古
詩

に
も
共
通
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
の
点

に
つ
い

て
は
今
後

の
課
題
と
し
た
い
。

一16一

(
付
記

)

本
稿

は
、

二
〇
〇
〇

年

五
月

二
十
一

日
、

都
城

工
業

高
等

専
門
学

校

に
お

い
て
開

催

さ
れ

た
、
九

州
中

国
学

会
大

会

で

の

口
頭
発

表
を

も

と

に
、
新

た

な
調
査

・
検
討

を

加
え
、

ま

と
め

た
も

の
で
あ

る
。

当

日
助
言

を
賜

っ
た

方

々
に
、
深

く
御

礼
申

し
上

げ
ま

す
。



注

(清

)
朱
乾

『
樂
府

正
義
』

(
巻
十

二

雑

曲
歌

辞

「
代

出
自

葡

北

門
行
」
)

に

「
蓋
樂

府
有

韓

有
借

。
轄

者

就
奮

題

而
轄

出
新

思
。

借

者

借
前

題

而
裁

以
己
意

(
蓋

し
楽

府

に
転

有

り
借
有

り
。

転

は

旧
題

に
就
き

て
新

思
を
転

出

す
。
借

は
前

題

を
借

り

て
裁

つ
に
己

の
意
を

以

て
す

)
」

と

い
う
。

向
島

成
美

氏

「
鮑

照
模

擬
詩
考

」

(『
森
野

宗

明
教
授

退
官

記
念

論
集
』

三
省

堂

一
九

九

四
)
、
釜

谷
武
志

氏

「
鮑
照

の

"
代
"

を
め

ぐ

っ

て
」

(
『
興

膳

教
授
退

官
記

念
中

国
文

学
論

集
』

汲
古

書
院

二
〇
〇

〇

)
を
、

そ
れ

ぞ
れ
参

照

し
た
。

鮑

照

の
擬

楽

府
と
楽

府
題

と

の
関

係

に

つ
い
て
は
、
佐

藤
大
志

氏

「
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
)

に
詳

し

い
。

佐

藤
氏

は
鮑

照

の
擬
楽

府

に

つ
い

て
、

旧
来

の
曲

調

や
歌
辞

と

は
無
関

係

に
、

楽

府
題

の
イ
メ

ー
ジ

に
よ

っ
て
制
作

さ

れ

た
と
述

べ
ら

れ
、

「
題

名
と

歌
辭

が

一
定

の
關

係
を

保

っ
て
い
る
」

と
指
摘

さ

れ
る

が
、
「
代

東
門

行
」

を
除

外

し

て
い
る
。

岡
村

繁

氏

「
"
六
朝
詩

集
"

と

そ
れ

に
収

め
ら

れ

た

"
鮑

氏
集

"

に

つ
い
て
」

(『
東

北

大
學

教
養

部
紀

要
』

第

一
号

一
九

六
五
)

に
よ

れ
ば

、

鮑
照

の
詩

文
集

は
、
概

ね
毛

校
宋

本
系

と

明

の
張

淳

『
漢
魏

六
朝

百

三
名
家

集
』

所
収

『
鮑

参
軍

集
』

と

の

二
系

統

に
分

け

て
考

え
ら
れ

る
と

い
う
。

こ
こ

で
は
四
部
叢

刊
所

収
毛

斧
季

校
宋

本

『
鮑
氏
集

』

を
底
本

と

し
た
。

底

本

に
は

「
一
に
驚
弦

に
作

る
」

と

い
う

異
文

が

あ
る
。

た

だ
し

「
弦
」

は

下
平
声

一
先
韻

で
あ

り
押

韻

し
な

い
た

め
、

こ
こ

で
は
と
ら

な

い
。

『
戦

國
策

』
楚

策

四

「
天

下
合
從

」

に
見
え

る
。

相
和
曲

古
辞

「
平
陵

東
」
・
相
和

大
曲

古
辞

「
東
門

」
・
相
和
大

曲
東

阿

王
歌
辞

「
明

月
」
・
梯
舞

歌

「
准

南

王
篇
」
.
杯
葉

舞
歌

「
杯

藥
舞
」

な

ど

に
見

ら
れ

る
。

明

の
張
薄

『
漢

魏

六
朝

百

三
名
家
集

』
所

収

『
鮑
参

軍
集

』

は

「
草

木
」

に
作

る
。

し
か

し
、
清

の
盧

文

招

『
鮑

照

集
校

補
』

(
『
群

書
拾

補
』

所
収

)
は
影

紗
宋

本

に
よ

っ
て

「
草

」

を
誤

り
と
す

る
。

こ
の
詩

を
含

む

一
連

の
作

品
群

は
、

顔

延
之

「
庭
誰

」

(『
太

平
御

覧
』

巻

五

八
六

文

部

詩

)

に

「
逮

李
陵

衆
作

偬
雑

不
類

。
是

假
託

非
壷

陵
制

、

至
其
善
篇

有

足
悲
者

(李

陵

の
衆
作

に
逮

び

て
は
偬

雑

に
し

て
類

せ
ず
。

是
れ

仮
託

に
し

て
尽

く
は
陵

の
制

に
非
ざ

る
も
、

鮑

照

「
代
東

門
行
」

と
古

辞

「
東

門
行
」
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中
国
文
学
論
集

第
二
十
九
号

其

の
善

篇

に
至

り

て
は
悲

し
む

に
足

る
者

有

り
)
」

と

あ
り
、

偽

作

の
疑

い
は

あ
る

も

の
の
、

そ

の
佳
作

は

「
悲

し
む

に
足

る
」

名

作
と

し

て
の
評
価
を

得

て

い
た

よ
う

で
あ

る
。

ま
た
李

陵

の
詩

は
鍾
燥

『
詩

品
』
序

に
五
言
詩

の
祖

と

さ
れ

て

い
る
。
事

実
は

と
も

か
く

、
梁

代

ま

で
そ
の
よ

う

に
信
じ

ら
れ

て

い
た

こ
と
は
確

か

で
あ
ろ

う
。
顔

延
之

の
言
も
、

作

品
群

の
す

べ

て
を

偽
作

と

し

て
疑

っ
て

い
る

わ
け

で
は
な

い
の

で
あ

る
。

こ
の
よ
う

に
評
価

さ
れ

て
い
た

こ
と
は
、

筆
者

の
考

え

の
傍

証

と
な

る
。

『
文

選
』

所

収

の
鮑
照

の
楽
府

は
、

題

に

「
代
」

字

を
冠

し

て

い
な

い
。

た
だ
巻

三
十

一
に
収

め

ら
れ

た
楽

府

「
代

君
子

有
所

思
」

の
み

「
代
」

字

を
存

す
。

こ
の

こ
と

に

つ
い

て
釜

谷

氏
前

掲
論

文

に
は

「
詞
華

集

と
し

て

の
性
格

上
、

他

の
詩

人

の
詩

題

と

の
バ

ラ

ン

ス
を
考

え

て
削

除

し
た

の

で
あ

ろ
う
」

と

言
わ
れ

る
。

『
樂

府
詩

集
』

に
は

「
晋

樂
所

奏
」

(『
宋
書
』

楽
志

所
収

の
歌

辞

に
同
じ

)

の
歌
辞

の
他

に

「
本
辭
」

一
篇
を

収

め
る
。

「
巫
日
樂

所
奏

」

の

歌

辞

は

「
本

辭
」

を
改

変

し
た

も

の
と
思
わ

れ
、
文

字
通

り
西

晋
王
朝

で
演

奏

さ
れ

て

い
た
。
後
述

す

る
ご

と

く
王
僧
虞

が

「
東

門
行
」

の
歌

辞

と

し

て
認

め

た

の
は
、

こ
ち

ら

の
方

で
あ

っ
た

と
思

わ

れ

る
。

な

お
、

『
樂
府

詩

集
』

所

収

の

「
巫
日
樂
所

奏

」

の
歌

辞

は

末
句

「
望
吾

蹄
」

を

「
望

君
蹄
」
」

に
作
り

、
「
あ

な
た

の
お
帰

り
を
待

ち

ま
す
」

と

い
う
妻

の
言
葉

と

し

て
い
る
。

五
胡

十

六
国

時
代
、

前
涼

の
張
駿

に
も

「
東
門

行
」

(
五
言

二
十

句

『
樂

府
詩

集
』

巻

三
十
七

)
が

あ

る
。

そ

の
内

容

は
、
春

の
野

原

の

景

色
を
綴

り
、

春

の
野
遊

び

を
楽

し
む

こ
と
を

言
う
。

ま

た
過
ぎ

去

っ
た
時

間
は

戻
ら

な

い
こ
と

に
心

を
動

か
さ
れ

る
、

と
述

べ
る
。

や

は

り
鮑

照

「
代

東

門
行

」

と
内

容

上

の
繋

が
り

は
な

さ

そ
う

で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
張
駿

「
東
門

行
」

も

五
言

二
十

句

で
あ

り
、

或

い
は

「
東

門
行

」

と

い
う
曲

に
載

せ

る

の
に
、

五
言

で
歌

辞
を

作

る

こ
と
が
許

容

さ
れ

て
い
た

の
か

も
し

れ

な

い
.

後
述

す

る

よ
う

に
前
涼

は

楽

府
断

絶

の
時

代

に
楽
府

を
保
存

し

て
い
た
地

で
あ
り
、

そ

の

可
能

性

は
あ

る
。

だ
と
す

れ
ば
鮑

照

「
代

東
門
行

」

の

五
言

二
十
句

と

い

う
形
式

も
、

曲

調

に
合
わ

せ

て
作

ら

れ
た

可
能
性

が
出

て
く

る
。

ま
た
、

陳

の
僧
侶
智

匠

の

『
古

今
樂

録
』

に
よ
れ

ば
、
陳

の
時

代

に
は

「
東
門
行

」

の
歌
辞

と

し

て

「
武
帝

」

の

「
陽
春

篇
」

と

い
う
作
品

も
あ

っ
た
よ

う
だ
が
、

作
品

は
現
存

せ
ず
未
詳

の
ま
ま

で
あ

る
。

増

田
清
秀

氏

『
樂
府

の
歴
史

的
研

究
』

(
創
文

社

一
九

七

五
)
第

一
章

樂
府

の
定
義

八
頁

よ
り
引

用
し

た
。

現

在
、

張
永

『
元
嘉

正
聲

伎

録
』

と
王

僧
虞

『
大

明

三
年
宴
樂

技
録

』

と
は
散

逸

し

て
お
り
、

原
典

に
当
た

る

こ
と
が

出
来

な

い
。

両

記

録

は
し
ば

し
ば
陳

の
智

匠

『
古
今
樂

録
』

に
引

用
さ
れ

る
が
、

こ
れ

も
散
逸

し

て
い
る
。

本
稿

で
は

『
樂
府
詩

集
』

に
引

く

『
古

今
樂
録
』

よ
り
引

用
す

る
。
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『
大

明

三
年
宴

樂

技
録

』

が
散

逸

し

て

い
る
た

め
、

ど

こ
ま

で
が

『
大

明

三
年
宴

樂
技

録
』

の
言
葉

な

の

か
判
断

が
難

し

い
。

し

か
し
鈴

木
修

次

氏

『
漢
魏

詩

の
研

究
』

(
大

修
館

書
店

↓
九

六

七
)
第

二
章

樂

府

・
古

歌

・
古
詩

考

第

三
項

相

和
歌

考

一
八
九
頁

に

よ
れ
ば
、

こ
こ

に
見

え

る

「
今

不
歌
」

と

い
う

三
字
は

『
古
今

樂
録
』

の
言
葉

で
あ

る
と

思
わ
れ

る
。

銭
仲

聯
氏

『
鮑

参
軍

集
注

』
附

録

「
鮑

照
年

表
」

で
は
清

の
呉

汝
輪

の

「
巫
日
安

王

子
助

之
齪
、

臨
海

王

子
項
從

齪
。

明
遠

爲
臨

海

王
前

軍

参
軍
。

此
詩

蓋
憂
齪

之
指

(晋

安

王
子
助

の
乱

あ

り
、
臨

海

王
子
項

乱

に
従

ふ
。

明
遠

臨
海

王
前

軍
参

軍
と

為

る
。

此

の
詩
蓋

し

乱

を
憂

ふ
る

の
指

な
り
)
」

と

い
う
説

(
『
鮑

参

軍
集

注
』

【
集
説
】

に
引

用

さ
れ

て

い
る
も

の
に

よ
る
)

に
盲

目
的

に
従

い
、
「
代
東

門
行
」

の
制

作
年
代

を
明
帝

の
泰

始

二
年

(
四
六

六
)
と

し

て

い
る

が
、

こ
れ

に
対

し

丁
福
林

氏

は

「
鮑

照
詩

文

又
考
辮

」

(『
南
京

師
大
学

報
』

一
九

八
八

・

一
期

)

に
お

い
て
、

こ
の
見
解

を

「
臆
断

」

と
し

て
否
定

し

て
い
る
。

王
運
煕

氏

『
六
朝
樂
府

與
民

歌
』

(
上
海

文
藝

聯
合

出
版
社

一
九

五
五

)
を
参
照

し

た
。

『
南
史

』
薫
恵

基
伝

よ
り

「
而
」
字

を
補

っ
た
。

中
森

健

二
氏

「
鮑
照

の
文
學

」

(『
立
命

館
文
學

』
第

三
六
四

二

二
六
五

二

二
六

六
号

一
九

七

五
)
を
参

照

し
た
。

王

運
煕
氏
前

掲
書

で
は
、
孝

武
帝

「
自

君
之

出
　
」

(『
樂

府
詩
集

』
巻

六
十

九

雑
曲

歌
辞

)
も

呉
歌

と
し

て

い
る
。

顔
延

之

は
鮑
照

・
湯
恵

休

を
嫌

い

「
休
鮑

之
論

」

ま

で
立

て
た

と

い
う

(『
詩

品
』

下
品

湯

恵

休

)。

『
南

史
』

顔

延
之

伝

に
も
湯

恵

休

の

「
委

巷
中

の
歌
謡
」

(
王
運
煕

氏
前
掲

書

に
よ
れ
ば

「
呉
歌
」

を
指

す

)
に
対

す
る
批

判
が

あ

っ
た

こ
と

を
記
す
。

湯
恵

休
は
僧

侶
だ

っ

た
が
、

孝
武

帝

に
そ

の
文

才

を
買
わ

れ

て
還

俗

し

「
湯
」

姓

を
賜

っ
た
。
『
宋
書

』
徐

湛
之

伝

に
附
伝

が
見

え

る
。

鮑

照

と
湯
恵

休
と

は
、

孝

武

帝

に
仕

え

る
以
前

か
ら

交
流

が
あ

っ
た

よ
う

で
あ
る
。
釈

(
湯

)
恵

休

の

「
贈
鮑

侍

郎
」

と
鮑

照

の

「
答
休

上

人
」

が

『
鮑

氏
集
』

巻

八
に
収

め
ら
れ

て

い
る
。

例

え
ば
、

東

晋

の
衰

宏

は
若

い
こ
ろ
貧

し
く
、

人

に
雇
わ

れ

て
運

送
業

を

し

て
い
た
。

そ

の
時

の
詩

(
詠
史

詩

)
を
、

時

の
鎮

西
将
軍

謝

尚

が
耳

に
と

め
、

大

い
に
称
賛

し

た
と

い
う

(『
世
説
新

語
』
文

学
篇

)。

藤

井
守

氏

「
鮑
照

の
楽

府

(
一
)」

(『
中

國
中

世
文
學

研
究
』

第

四
号

一
九

六
五

)
を
参

照
し

た
。

伊

藤

正
文
氏

「
鮑

照
傳
論

考
」

(『
研
究
』

第

十

四
号

一
九
五

七
)
を
参

照

し
た
。

束

哲

と
同
時
代

の
人

で
あ
る

夏
侯
湛

も

「
補

亡
詩
」

を
作

っ
た

と

い
う

(『
世

説
新
語
』

文

学
篇

)。

鮑

照

「
代
東

門
行
」

と

古
辞

「
東

門
行

」
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