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『
階
…書
」
経
籍
志
集
部
後
序

の
宮
體
詩
観

中

筋

健

吉

一

唐
朝
第
二
代
皇
帝
太
宗
李
世
民

の
治
世
に
い
た

っ
て
、
中
國
は
よ
う
や
く
梁
末
以
來
約
七
十
年
聞
に
わ
た
る
混
線
歌
況
か
ら
脱
し
、

貞
観

の
治
と
よ
ぼ
れ
る
太
平
の
世
を
む
か
え
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
時
期
を
文
學
の
面
か
ら
み
る
と
、
六
朝
末
期
の
文
風
を
な
お
色
濃
く
ひ
き
ず
る
傾
向
と
、
そ
れ
に
反
叢
し
て
、
あ
ら
た
な
る
潮

流

を
お
こ
そ
う
と
す
る
動
き
が
混
在
す
る
様
相
を
呈
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
と
關
連
し
て
、
晴
末
か
ら
初
唐
に
か
け
て
、
お

も
に
史
書
を
中
心
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
文
學
に
封
す
る
評
論
も
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ら
多
く
の
評
論
の
な
か
で
も
、
特
に
批
到
の
封
象
と
さ
れ
て
い
た
の
が
、
梁
末
以
後
の
文
學

で
あ
る
。

こ
の
時
代
の
文
學
と
い
え
ば
、
當
然
梁

・
簡
文
帝
瀟
綱

の
立
太
子
を
契
機
と
し
て
國
内
を
席
巻
す
る
に
い
た
っ
た
宮
膣
詩
を
さ
す
。



そ
し
て
こ
の
詩
の
ス
タ
イ
ル
は
、
從
來

『
玉
毫
新
詠
』
を
そ
の
代
表
と
す
る

「
綺
羅
脂
粉
」

の
艶
詩
と
認
識
さ
れ

て
き
た
。
こ
の
問
題

に
つ
い
て
論
者
は
か
つ
て
別
稿
に
お
い
て
考
察
を
試
み
、
そ
の
中
で

①
宮
膣
詩
の
流
行
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
書
の
存
在
が
撰
者
徐
陵
の
本
傳
中
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

②
主
な
宮
燈
詩
人
の
現
存
詩
中
に
し
め
る
艶
詩
の
割
合
が
、
『
玉
壷
新
詠
』
所
牧
の
も
の
を
除
け
ば
、
決
し
て
多
く
は
な
い
こ
と
。

③
宮
禮
派
交
人
と
同
時
代
人
に
よ
る
評
償
が
、
彼
等
の
文
學
が
聲
韻
と
修
僻
を
重
覗
す
る
美
文
で
あ
る
こ
と
を
し

め

て
い
る

こ

と
。

等
か
ら
、
宮
膣
詩
が
巷
聞
に
い
う
と
こ
ろ
の

「艶
詩
」
で
は
な
く
、
『
梁
書
』
庚
肩
吾
傳
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
聲
韻
」
を
重
視
し
、

そ

の

コ麗

な
る
を
尚
」
ぶ
詩
騒

い
う
の
で
は
な
い
か
と
の
結
論
を
出
す
に
い
た

つ
総

と
こ
ろ
が
、
前
述
の
文
學
評
論
の
な
か
に
、
こ
の
宮
膣
詩
に
つ
い
て
、
唯

一
そ
れ
が
男
女
の
事
柄
を
主
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
明

言
す
る
資
料
が
存
在
す
る
。
そ
れ
が
本
稿
で
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
、
『
晴
書
』
経
籍
志
集
部
後
序
で
あ
る
。

周
知
の
通
り
、
『
晴
書
』
経
籍
志
集
部
後
序
は
、
古
代
か
ら
晴
に
い
た
る
歴
代
交
學
の
評
論
を
簡
潔
に
こ
こ
ろ
み
た
文
學
史
で
あ
り
、

そ

の
形
式
は
梁

.
沈
約
の

『
宋
書
』
謝
霞
運
傳
論
を
踏
襲
し
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
、
六
朝
末
期
、
特
に
梁
末
以
後
の
文
學
に
つ
い
て

次

の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

梁

の
簡
文
の
東
宮
に
在
る
や
、
亦
篇
什
を
好
む
。
清
餅
巧
製
は
、
柾
席
の
聞
に
止
ま
り
、
雛
琢
蔓
藻
も
、

思
は
閨
閲
の
内
を
極

む
。
後
生
の
好
事
、
逓
相
ひ
に
放
習
し
、
朝
野
紛
紛
と
し
て
、
號
し
て
宮
髄
と
爲
す
。

こ
こ
に
い
う

「柾
席
」
と
は
、
し
と
ね
、
寝
室
の
こ
と
で
あ
り
、
「
閨
閾
」
は
婦
人
の
居
室
、
す
な
わ
ち
女
性
を
さ
す
。
つ
ま
り
、
こ

『晴
書
』
経
籍
志
集
部
後
序
の
宮
膿
詩
観

(中
筋
)

53
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の
後
序
は
宮
腱
詩
が
艶
詩
で
あ
る
と
の
認
識
に
立

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
い
ま
あ
ら
た
め
て
梁
末
以
後
の
文
學
状
況
を
み
る
と
き
、
後
に
も
述
べ
る
よ
う
に
、
當
時
簡

丈
帝

の
果
た
し
た
役

割

は
、
こ
の
後
序
に
述
べ
て
い
る
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
は
な
か

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
他

の
文
學
評
論
に
よ
る
齊

梁
以
後
の
文
學
に
封
す
る
批
剣
を
検
討
し
て
み
て
も
、
そ
の
方
向
は
明
ら
か
に
こ
こ
に
畢
げ
た
も
の
と
内
容
を
異
に
し
て
お
り
、
後
序

の
こ
の
部
分
は
決
し
て
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
小
稿
で
は
、
前
稿
を
補
足
す
る
意
味
で
、
ま
ず
梁
末
以
後

の
文
學
状
況
を
考
え
、
さ
ら
に
初
唐
期
の
各
文
學
評
論
お
よ
び
後

序

そ
れ
自
身
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
の
内
容
の
當
否
を
見
て
ゆ
き
た
い
。
そ
し
て
最
後
に
、
後
序
が
か
か
る
認
識
を
示
す
に

い
た

っ
た
状
況
に
つ
い
て
も
少
し
く
言
及
し
て
み
た
い
。

54

二

本
論
に
は
い
る
前

に
、
宮
膿
詩
に
つ
い
て
若
干
の
説
明
を
し
て
お
こ
う
。

宮
膣
詩

の
創
始
者
は
、

薫
綱
幼
少
の
お
り
か
ら
、

な
が
ら
く
そ
の
随
府
府
佐
の
任
に
あ

っ
た
東
海

の
徐
摘
で
あ

る
。
『
梁
書
』
徐
摘

傳

に
次
の
よ
う
に
い
う
。

王

(薫
綱
)
入
り
て
皇
太
子
と
爲
り
、

家
令
に
轄
じ
て
、

兼
ね
て
管
記
を
掌
り
、
尋
い
で
領
直
を
帯
ぶ
。
摘
は
文
膿
既
に
別
し
、

春
坊
蓋
く
之
を
學
び
、
「
宮
膣
」
の
號
、
斯
自
り
起
く
。

昭
明
太
子
薫
統
亮
去
の
後
を
う
け
て
薫
綱
が
皇
太
子
に
な

っ
た
の
は
、

中
大
通
三
年

(五
三
一
)
七
月
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
太
子



に
し
た
が

っ
て
東
宮
職
に
つ
い
た
徐
檎
は
、
春
坊
内
に
新
し
い
詩
膣
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
が
流
行
し
た
た
め
に

「宮
膿
」
と
呼
ば
れ
る

こ
と
に
な

つ
た
。

彼
の
文
學
が
、
本
傳
の
最
初
に

「文
を
屡
る
に
好
ん
で
新
攣
を
爲
り
、
薔
膣
に
拘
ら
ず
」
と
い
う
よ
う
に
、
南
齊

の
永
明
時
代
に
流

行
し
、
「新
攣
」
と
評
さ
れ
た
永
明
膣

の
系
譜
を
引
く
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
ほ
ぽ
確
實
で
あ
る
。

さ
て
、
徐
摘
は
そ
の
年
の
う
ち
に
新
安
太
守
と
し
て
赴
任
し
、
任
期
満
ち
て
京
師
に
蹄
還
し
、
再
び
東
宮
に
入
る
。
そ
し
て
、
同
じ

く
薫
綱
の
随
府
府
佐
で

一
時
湘
東
王
の
も
と
に
い
た
庚
肩
吾
が
太
子
率
更
令
、
中
庶
子
と
し
て
、
ま
た
彼
等
の
息
子
で
あ
る
徐
陵
、
庚

信
が
東
宮
學
士
に
充
選
さ
れ
、
四
人
が

一
堂
に
會
す
る
に
お
よ
ん
で
、
こ
の
詩
膣
は
京
師
に
爆
護
的
な
ひ
ろ
が
り
を
み
せ
る
に
い
た
る
。

『
周
書
』
庚
信
傳
に
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

時
に
肩
吾
は
梁
の
太
子
中
庶
子
と
爲
り
、
管
記
を
掌
る
。
東
海
の
徐
摘
は
左
衛
率
と
爲
る
。
摘
の
子
の
陵
及
び
信
は
、
鼓
び
に
抄

撰
學
士
と
爲
る
。
父
子
東
宮
に
在
り
て
、
禁
闊
に
出
入
し
、
恩
禮
與
に
隆
ん
な
る
を
比
ぶ
る
莫
し
。
既
に
盛
才
有
り
、
文
拉
び
に

綺
艶
。
故
に
世
は
號
し
て

「徐
庚
膣
」
と
爲
せ
り
。
當
時
の
後
進
、
競
相
ひ
て
模
範
と
す
。

一
文
有
る
毎
に
、
京
都
傳
諦
せ
ざ
る

は
莫
し
。

こ
の
記
事
に
い
う

「徐
庚
膣
」
は
、
前
掲
の
徐
陵
傳
の
記
述
か
ら
か
ん
が
え
て
宮
膣
と
同
じ
も
の
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、
と
も

か
く
も
彼
等
の
文
學
は

『
南
史
』
梁
本
紀
下
論
に

「宮
膣
の
傳
ふ
る
所
、
且
に
朝
野
を
攣
ぜ
ん
と
す
」
と

い
う
ほ
ど

の
流
行
ぶ
り
で
あ

(
1

)

つ
た
し
、
そ
の
こ
と
は

『
梁
書
』
庚
肩
吾
傳
の
記
述
に
よ
っ
て
も
確
認
で
き
る
。

な
お

『
梁
書
』
簡
文
帝
紀
に
は
、

『晴
書
』
経
籍
志
集
部
後
序
の
宮
髄
詩
観

(中
筋
)
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太
宗

(
薫
綱
)
…
…
雅
だ
好
ん
で
詩
を
題
し
、
其
の
序
に
云
は
く
、
「
余
七
歳
に
し
て
詩
癖
有
り
、

長
じ
て
倦

ま
ず
」
と
。

然
る

に
輕
艶
に
傷
み
、
當
時
號
し
て
曰
は
く
、
「宮
膿
」
と
。

と
あ
り
、

一
見
す
る
と
薫
綱
の
詩
膣
の
み
が
宮
禮
詩
と
呼
ば
れ
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
與
え
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
物
事
の
叙
述

に
お

い
て
そ
の
傳
の
主
人
公
を
中
心
と
す
る
紀
傳
膿
の
性
質
の
し
か
ら
し
む
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
實
際
に
は
徐
摘
傳
が
示
す
と
お
り
、
徐
摘

が
そ
の
創
始
者
で
、
徐
庚
父
子
が
此
膣
を
リ
ー
ド
す
る
存
在
だ

っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

56

三

そ
れ
で
は
、
後
序

の
宮
膿
詩
に
關
す
る
記
述
に
つ
い
て
の
検
討
を
お
こ
な
う
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
、
こ
の
部
分
で
批
剣
の
封
象
と
し
て
名
指
し
さ
れ
て
い
る
の
が
、
な
ぜ
か
簡
文
帝
薫
綱

一
人
だ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
前
章
に
も

み
た
よ
う
に
、
宮
膣
詩
の
京
師
で
の
流
行
は
、
決
し
て
薫
綱
ひ
と
り
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
徐
庚
父
子
に
負
う
部
分
が
多
か

っ
た
こ

と

は
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
後
序
に
封
す
る
疑
問
の

一
つ
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
魏
徴
に
よ
る

『
晴
書
』
文
學
傳
序
で
は
、
梁
末
以
後
の
文
學
状
況
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

梁
は
大
同
自
り
後
、
雅
道
倫
敏
し
、
漸
や
く
典
則
に
乖
き
、

争
ひ
て
新
巧
に
馳
す
。

簡
文

・
湘
東

(湘
東
王
薫
繹
)、

其
の
淫
放

を
啓
き
、
徐
陵

・
庚
信
、
路
を
分
か
ち
て
鎌
を
揚
ぐ
。
其
の
意
は
淺
に
し
て
繁
、
其
の
文
は
匿
に
し
て
彩
な
り
。
詞
は
輕
瞼
を
尚

び
、

情
に
哀
思
多
し
。
格
す
に
延
陵

の
聴
を
以
て
す
れ
ば
、

蓋
し
亦
亡
國
の
音
な
る
か
。

周
氏
の
梁

・
荊

(陳
)
を
呑
併
す
る

や
、
此
の
風
關
右
に
扇
り
、
狂
簡
斐
然
と
し
て
俗
を
成
し
、
流
宕
し
て
反
る
を
忘
れ
、
裁
を
取
る
所
無
し
。



す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
梁
の
大
同
以
後

(五
三
五
～
)、
薫
綱

・
瀟
繹
を
噛
矢
と
す
る
、
正
統
を
外
れ
て

「
新
巧
」
に
は
し

っ
た
彼
等

の
文
學
、
す
な
わ
ち
宮
膣
が
、
梁
朝

の
滅
亡
に
と
も
な

つ
て
徐
陵

・
庚
信
が
南
北
に
岐
路
を
異
に
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

(
3

)

地
方
に
傳
播
さ
れ
た
こ
と
を
の
べ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

次
に
畢
げ
る
よ
う
に
、
後
序
は
梁
滅
亡
以
後
に
つ
い
て
も
徐
庚
の
存
在
に
は
ま

っ
た
く
鰯
れ
て
い
な

い
の
で
あ

る
。

陳
氏
は
之
に
因
り
て
、
未
だ
全
攣
す
る
能
は
ず
。
其
れ
中
原
は
則
ち
兵
齪
積
年
に
し
て
、
文
章
の
道
蓋
く
。
…
・:
後
周
は
草
創
、

干
戊
敢
め
ず
、
君
臣
力
を
獄
せ
て
、
專
ら
経
螢
を
事
と
す
。
風
流
文
雅
は
、
我
則
ち
未
だ
暇
あ
ら
ず
。

梁
末
以
後
、
こ
の
二
人
の
文
學
が
あ
た
え
た
影
響
に
は
ま
こ
と
に
絶
大
な
も
の
が
あ
る
。

た
と
え
ば
庚
信
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
承
聖
三
年

(
五
五
三
)
七
月
、

彼
は
元
帝

(湘
東
王
)
政
権
の
國
使
と
し
て
西
魏
に
赴
く
。

そ
の
前
年
に
王
僧
辮
に
よ
つ
て
平
ら
げ
ら
れ
た
侯
景
に
よ

つ
て
、

す
で
に
梁
朝
の
弱
膣
化
は
覆
う
べ
く
も

な
か

っ
た
。

庚
信
の
北
行

は
、
南
方
を
虎
覗
眈
耽
と
伺
う
軍
事
國
家
と
の
、
い
わ
ば
未
來
な
き
外
交
交
渉
の
た
め
の
も
の
で
あ

っ
た
が
、
そ

の
年
の
十

一
月
、
西

魏

は
軍
を
江
陵
に
進
め
、
さ
ら
に
十
二
月
に
元
帝
が
殺
さ
れ

た
た

め
、

彼
は
そ
の
ま
ま
長
安
に
抑
留
さ
れ
て
し
ま
う
。

以
後
彼
は
西

魏

、
北
周
に
仕
え
、
梁
の
滅
亡
に
と
も
な

っ
て
あ
ま
た
の
貴
族
達

に
混
じ

っ
て
拉
致
さ
れ
て
き
た
瑛
那
の
王
褒
と
と
も
に
高
い
爵
秩
を

受

け
、
北
周
の
外
戚
楊
堅
が
静
帝
に
替
わ

っ
て
帝
位
に
つ
い
た
晴
の
開
皇
元
年

(五
八
一
)
に
六
十
八
歳

の
生
涯
を
終
え
る
。

『
周
書
』
王
褒
庚
信
傳
論
は
、

こ
の
北
方
の
異
土
で
、

庚
信
が
絢
燗
こ
の
う
え
な
い
六
朝
文
學
の
禮
現
者
と
し

て
い
か

に
厚
遇
さ

れ
、
王
襲
と
と
も
に
そ
の
文
學
が
い
か
に
も
て
は
や
さ
れ
た
か
を
傳
え
て
い
る
。
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唯
だ
王
褒

・
庚
信
の
み
奇
才
秀
出
し
、

一
代
を
牢
籠
す
。
是
の
時
、
世
宗
は
雅
詞
雲
委
し
、
縢

・
趙
の
二
王

は
、
雛
章
聞
獲
す
。

威
く
宮
を
築
き
て
館
を
虚
し
く
し
、
布
衣
の
交
わ
り
の
如
き
有
り
。
是
に
由

っ
て
朝
廷
の
人
、
閲
閻
の
士
、
味
を
遺
韻
に
忘
れ
、

精
を
末
光
に
眩
ま
さ
ざ
る
は
莫
し
。
猫
ほ
丘
陵
の
嵩

・
岱
を
仰
ぎ
、
川
流
の
浜
渤
に
宗
ま
る
が
ご
と
き
な
り
。

縢

・
趙
と
は
縢
王
迫
、
趙
王
招
を
い
う
。
二
王
と
も
、
庚
信
に
と

っ
て
物
心
爾
面
に
わ
た
る
後
盾
で
あ
り
、
か

つ
そ
の
文
學
の
よ
き

理
解
者
で
あ

っ
た
。
と
く
に
趙
王
招
は
、
『
周
書
』
趙
王
招
傳
に
み
え
る
よ
う
に

「幼
く
し
て
聰
穎
、
博
く
璽
書

に
渉
り
、

文
を
屡
る

を
好
む
。
庚
信
の
膿
を
學
び
、
詞
に
輕
艶
多
し
」
と
い
う
よ
う
に
、
庚
信

へ
の
傾
倒
ぶ
り
に
は
な
み
な
み
な
ら
ぬ
も
の
が
あ

っ
た
。

さ
て
、
彼
の
死
後
も
そ
の
影
響
は
容
易
に
衰
え
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。

た
と
え
ば
、
『晴
書
』
魏
澹
傳
に
は
、

慶
太
子
楊
勇
が
澹
に

(
4
)

命

じ
て

『庚
信
集
』
に
注
さ
せ
た
と
あ
る
し
、
ま
た
同
じ
く
柳
誓
傳
中
に
は
、
當
時
奮
王
で
あ

っ
た
場
帝
が
、
柳
誓
に
會
し
て
文
體

を

(
5
)

一
攣
さ
せ
る
以
前
に
、
當
初
は

「庚
信
の
盟
」
で
文
を
つ
づ

っ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
唐
代
に
は
、
太
宗
が

「秋
日

庚
信
の
禮
を
躾
ぶ
」
と
題
す
る
五
言
十
句
詩
を
作

っ
て
い
る
し
、
漢
魏

の
風
骨
を
唱
え
て
奮

宋
以
下
齊
梁
に
い
た
る
ま
で
を
批
到
し
た
陳
子
昂
で
さ
え
も
、
や
は
り
庚
信
の
詩
膣
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
と
思
わ
れ
る
五
言
八
句

「上
元

夜

小
庚

の
燈

に
敷
ふ
」
を
も
の
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
西
魏
に
よ
る
長
安

へ
の
連
行
を
冤
れ
た
数
少
な
い
貴
顯

の

一
人
で
あ
る
徐
陵
も
、
當
然
の
こ
と
な
が
ら
陳
朝
で
は
重
要
な
存

在

で
あ

っ
た
。
そ
の
官
位
は
最
終
的
に
左
光
禄
大
夫

・
太
子
少
傅
に
ま
で
登
り
つ
め
る
が
、
國
家

の
滅
亡
を
目
に
す
る
こ
と
な
く
、
後

主

の
至
徳
元
年

(
五
八
三
)
に
七
十
七
歳
で
卒
し
て
い
る
。
『
陳
書
』
徐
陵
傳
に
い
う
。

有
陳

の
創
業
自
り
、
文
激
軍
書
及
び
輝
授

の
詔
策
は
、
皆
陵
の
製
る
所
に
し
て

「九
錫
」
尤
も
美
な
り
。

一
代
の
文
宗
た
り
て
、
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亦
此
を
以
て
物

に
誇
ら
ず
、
未
だ
嘗
て
作
者
を
誕
詞
せ
ず
。
其
の
後
進
の
徒
に
於
け
る
や
、
接
引
し
て
倦
む
こ
と
無
し
。
世
租
、

高
宗
の
世
、
國
家
に
大
手
筆
有
る
は
、
皆
陵
之
を
草
す
。

も

っ
て
、
そ
の
陳
朝
文
壇
に
於
け
る
重
鎭
ぶ
り
が
わ
か
る
。
ち
な
み
に
、
唐

・
太
宗
の
弘
學
館
學
士
と
し
て
、
ま
た
書
家
と
し
て
も

有
名
な
か
の
虞
世
南
も
、
こ
こ
に
い
う

「後
進
」
の

一
人
で
あ
り
、
常
に
徐
陵
の
文
章
を
租
述
し
、
か
つ
て
彼
か
ら

「
己
の
意
を
得
」

(
6
)

と
評
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。

さ
ら
に

『
陳
書
』
は
次
の
よ
う
に
彼
の
文
學
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
す
る
。

其
の
文
頗
る
薔
膣
を
攣
じ
、
緯
裁
巧
密
に
し
て
、
多
く
新
意
有
り
。

一
文
の
手
を
出
つ
る
毎
に
、
好
事
者
已
に
傳
爲
成
論
し
、
途

に
之
を
華
夷
に
被
ぼ
し
、
家

≧
に
其
の
本
を
藏
す
。

こ
の
記
述
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
新
機
軸
を
う
ち
だ
し
て
奮
來

の
文
體
を
脱
却
し
た
徐
陵
の
文
學
は
、
ま
こ
と
に
梁
陳
を
通
じ

て
衆
人
の
宗
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
威
光
は
北
朝
に
ま
で
お
よ
ん
だ
の
で
あ
る
。

以
上
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
庚
信

・
徐
陵
が
梁
末
以
後
に
與
え
た
影
響
の
大
き
さ
は
、
決
し
て
看
過
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で

あ

り
、
そ
れ
は
と
う
て
い
薫
綱
な
ど
の
お
よ
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
二
人
に
つ
い
て
な
ん
ら
の
言

及
も
な
く
、
梁
末
以
後
の
文
學
の
責
任
を

一
人
薫
綱
の
み
に
蹄
着
さ
せ
て
い
る
こ
の
後
序
の
認
識
は
、
き
わ
め
て
安
當
性
を
歓
く
も
の

と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
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そ
れ
で
は
、
階
か
ら
初
唐
に
か
け
て
行
な
わ
れ
た
各
種
文
學
評
論
で
は
、
こ
の
時
代
の
文
學
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
本
章
で
は
、
こ
れ
ら
の
文
學
評
論
の
主
立

っ
た
も
の
を
取
り
上
げ
、
歴
代
の
文
學
に
封
す
る
評
債
を
閲
し
、
特

に
六
朝
末
期
の
部

分

に
注
目
し
て
、
後
序
と
の
相
違
黙
を
明
確
に
し
て
み
た
い
。

60

e

ま
ず
、
次
に
掲
げ
る

『
晴
書
』
李
誇
傳
中
の
文
は
、
文
章
の
才
能
、
と
り
わ
け
美
文
に
よ

っ
て
人
士
を
操
用
す
る
と
い
う
南
朝
以
來

の
官
吏
登
用
法
が
、
晴
初
に
お
い
て
も
な
お
引
き
績
き
行
な
わ
れ
て
い
る
状
況
の
中
で
、
李
誇
が
そ
の
風
潮
を
憂
慮

し
、
た
め
に
文
帝

に
上
書
し
た
も
の
で
あ
る
。

臣
聞
く
、
古
先
の
哲
王
の
民
を
化
す
る
や
、
必
ず
其
の
覗
聴
を
攣
じ
、
其
の
嗜
好
を
防
ぎ
、
其
の
邪
放
の
心
を
塞
ぎ
、
示
す
に
淳

和
の
路
を
以
て
す
。
五
教
六
行
は
訓
民
の
本
爲
り
、
『詩
』
『
書
』
『禮
』
『
易
』
は
道
義
の
門
爲
り
。
故
に
能
く
家
孝
慈
を
復
し
、

人
禮
護
を
知
り
、
正
俗
風
を
調
ふ
る
は
、
此
れ
よ
り
大
な
る
は
莫
し
。

其
れ
書
を

上

り
賦
を
献
じ
、

諌
を
制
り
銘
を
鍋
る
有
る

は
、
皆
以
て
徳
を
褒
め
賢
を
序
し
、

動
を
明
ら
か
に
し
理
を
諦
す
れ
ば
な
り
。

筍

も
懲
勧
す
る
に
非
ざ
れ
ば
、
義
は
徒
然
な
ら

ず
。

降
り
て
後
代
に
及
び
て
、
風
教
漸
く
落
つ
。
魏

の
三
租
は
、
更
に
文
詞
を
尚
び
、
君
人
の
大
道
を
忽
せ
に
し
、
雛
巌

の
小
藝
を
好

む
。
下
の
上
に
從
ふ
は
、
影
響
に
同
じ
き
有
り
。
競
ひ
て
文
華
を
駒
べ
、
途
に
風
俗
を
成
す
。
江
左

の
齊
梁
は
、
其
の
弊
彌
よ
甚

だ
し
。
貴
賎
賢
愚
、
唯
だ
吟
詠
に
務
む
。
途
に
復
た
理
を
遺
れ
異
を
存
し
、
虚
を
尋
ね
微
を
逐
ふ
。

一
韻
の
奇
を
競
ひ
、

一
字
の



巧
を
争
ふ
。
篇
を
連
ね
憤
を
累
ぬ
る
に
、
月
露
の
形
を
出
で
ず
、
案
に
積
み
箱
に
盈

つ
る
は
、
唯
だ
是
れ
風
雲

の
獣
な
る
の
み
。

世
俗
は
此
を
以
て
相
高
し
と
し
、
朝
廷
は
蝕
に
擦
り
て
士
を
擢
ぶ
。
禄
利
の
路
既
に
開
か
れ
、
愛
尚
0
情
愈
よ
篤
し
。
是
に
於

い

・

て
闊
里
の
童
昏
、
貴
遊
の
繕
艸
、
未
だ
六
甲
を
窺

は
ず
、
先
づ
五
言
を
製
る
。

前
段
部
分
、
お
よ
び
後
段
中
の

「君
人
の
大
道
を
忽
せ
に
し
、
雛
轟

の
小
藝
を
好
む
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
李
誇
が
強
硬
な
儒
教
主

義
的
文
學
観
に
立

っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

後
段
以
下
、
魏

の
三
租
か
ら

「
文
華
」
に
傾
斜
し
て
ゆ
く
状
況

へ
の
批
到
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
齊
梁
に
つ
い
て
は

二

韻

の
奇

を
競

ひ
、

一
字

の
巧
を
争
ふ
」
、
「月
露
の
形
を
出
で
ず
」、
「唯
だ
是
れ
風
雲
の
状
な
る
の
み
」
と
決
め
つ
け
、
自
然
描
爲
の
み
に
偏

っ

た
あ
り
か
た
を
非
難
し
て
い
る
。
こ
の
あ
と
の
部
分
で
晴
の
状
況
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
李
誇
の
こ
の
認
識

は
梁
末
に
つ
い
て

も
同
様
で
あ

っ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

b

次
に
、
唐

・
太
宗
の
秘
書
監
と
し
て
活
躍
し
、
ま
た
令
狐
徳
棄
と
と
も
に
前
代
史
の
編
纂
に
あ
た

っ
て
も
重
要
な
役
割
を
は
た
し
た

魏
徴

の
文
學
論
を
み
て
み
よ
う
。
彼
の
文
學
論
は
、
第
三
章
に
お
い
て

一
部
引
用
し
た

『
晴
書
』
文
學
傳
序
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。

彼
は
、
「漢
魏
自
り
以
來
、
習
宋
に
迄
び
て
、
其
の
膣
屡
ば
攣
ず
る
は
、
前
哲
之
を
論
ず
る
こ
と
詳
ら
か
な
り
」

と
、

漢
か
ら
劉
宋

ま
で
を
大
幅

に
省
略
し
た
後
で
、
齊
梁
に
關
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

永
明

・
天
藍

の
際
、
太
和

・
天
保
の
聞
に
聾
ん
で
、
洛
陽

・
江
左
は
、
文
雅
尤
も
盛
ん
な
り
。
時
に
お
い
て
作
者
、
濟
陽

の
江
俺
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書
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・
呉
郡
の
沈
約

・
樂
安

の
任
肪

・
濟
陰

の
温
子
昇

・
河
聞
の
邪
子
才

・
鈍
鹿

の
魏
伯
起
等
、
拉
び
に
學
は
書
圃
を
窮
め
、
思
は
人

文
に
極
ま
る
。
褥
線
は
雲
霞
よ
り
も
欝
と
し
て
、
逸
響
は
金
石
よ
り
も
振
る
ふ
。
英
華
秀
獲
し
て
、
波
瀾
浩
蕩
た
り
。
筆
に
鯨
力

有
り
、
詞
に
源
を
端
く
す
無
し
。
諸
を
張

・
察

・
曹

・
王
に
方
ぶ
れ
ば
、
亦
各

一
時
の
選
な
り
。
其
の
風
を
聞
く
者
は
、
聲
に
馳

せ
景
を
慕
ふ
。

こ
こ
で
は
、
南
齊

の
末
期
か
ら
梁
初

に
か
け
て
永
明
膣

の
旗
手
と
し
て
文
壇
を
リ
ー
ド
し
て
い
た
沈
約
、
そ
し
て
名
文
家
と
し
て
聲

望
高
か

っ
た
任
防
を
、
北
朝
で
は
三
才
子
と
し
て
有
名
な
北
魏

の
温
子
昇
、
北
齊
の
邪
郡

・
魏
牧
を
そ
れ
ぞ
れ
あ
げ

て
、
彼
等
の
文
學

を

後
漢

の
張
衡

・
票
菖
、
魏

の
曹
植

・
王
簗
を
引
き
合
い
に
だ
し
て
絶
賛
し
て
い
る
。
「
褥
繰
は
雲
霞
よ
り
も
欝
と
し
て
、
逸
響
は
金

石

よ
り
も
振
る
ふ
。
英
華
秀
獲
し
て
、
波
瀾
浩
蕩
た
り
」
と
の
評
語
か
ら
、
彼
等
の
そ
れ
が
修
僻
主
義
的
美
文
を
指
す
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
が
、
こ
の
評
償

は
、
さ
き
に
み
た
李
誇
の
齊
梁
を
否
定
す
る
文
學
観
と
は
百
八
十
度
異
な
る
も
の
と

い
え
よ
う
。

文
學
傳
序
は
、
次
に
南
北
朝
そ
れ
ぞ
れ
の
文
學
の
特
質
を
論
じ
る
。

然
る
に
彼
此
好
爾
は
、
互
ひ
に
異
同
有
り
。
江
左
は
宮
商
獲
越
し
、
清
綺
を
貴
ぶ
。
河
朔
は
詞
義
貞
剛
に
し
て
、
氣
質
を
重
ん
ず
。

氣
質
な
れ
ば
則
ち
理
其
の
詞
に
勝
り
、
清
綺
な
れ
ば
則
ち
文
其
の
意
に
過
ぐ
。
理
深
き
者
は
時
用
に
便
に
し
て
、
文
華
や
か
な
る

者
は
詠
歌
に
宜
し
。
此
南
北
詞
人
の
得
失

の
大
較
な
り
。
若
し
能
く
彼
の
清
音
を
綴
り
、
妓
の
累
句
を
簡
に
し
、
各
の
短
と
す
る

所
を
去
り
、
其

の
爾
長
を
合
す
れ
ば
、
則
ち
文
質
斌
斌
と
し
て
、
善
を
蓋
く
し
美
を
蓋
く
す
。

す
な
わ
ち
、
南
朝
文
學
は
聲
韻
と
清
綺
な
る
表
現
を
た

っ
と
び
、
北
朝
文
學
は
内
容
の
正
し
さ
と
風
骨
を
重
覗
す
る
と
の
こ
と
で
あ

る
。

そ
し
て
魏
徴
は
、

爾
者
の
短
所
を
取
り
去
り
、

長
所
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

文
飾
と
内
容
の
ほ
ど
よ
く
調
和

の
と
れ
た
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「文
質
斌
斌
」
た
る
文
學
が
完
成
す
る
と
断
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
績
く
部
分
で
、
彼
は

一
轄
し
て
梁
末
以
後

の
文
學
を
嚴
し
く
指
暉
す
る
。
第
三
章

に
お
い
て
既

に
引
用
し
た
箇
所
で
あ

る
。彼

は
こ
こ
で
、
簡
文
帝

・
湘
東
王

・
徐
陵

・
庚
信
に
代
表
さ
れ
る
梁
の
大
同
以
降
の
文
學
を

「雅
道
倫
映
し
、
漸
く
典
則
に
乖
き
、

争

ひ
て
新
巧
に
馳
す
」
と
批
到
し
、
「
其
の
意
は
淺
に
し
て
繁
、
其

の
文
は
匿
に
し
て
彩
。

詞
は
輕
瞼
を
爾
び
、

情

に
哀
思
多
し
」
と

具
膿
的
に
そ
の
訣
黙
を
指
摘
し
て
い
る
。
要
す
る
に
こ
の
部
分
は
宮
膣
派
に
封
す
る
、
「文
質
斌
斌
」

と
い
う

「
典
則
」
か
ら
乖
離
し

て

「質
」
を
無
覗
し
た

「文
」
重
覗
の
、
言

い
換
え
れ
ば
修
僻

一
邊
倒
の
文
學
の
あ
り
か
た

へ
の
非
難
だ
と
い
え

よ
う
。
魏
徴
は
こ
の

序
文
の
冒
頭
で
、

『
易
』
に
曰
は
く

「天
文
を
観
て
、
以
て
時
攣
を
察
し
、
人
文
を
観
て
、
以
て
天
下
を
化
成
す
」
と
。

『
傳
』
に
日
は
く

「言
は

身
の
文
な
り
。
言
に
し
て
文
な
ら
ざ
れ
ば
、
之
を
行
な
ふ
も
遠
か
ら
ず
」
と
。

と
、
『
易
』
の

「責
」
卦

の
象
傳
と

『左
傳
』
裏
公
二
十
五
年

の
一
節
を
ふ
ま
え
て
い
う
。

つ
ま
り
、

彼
が
文
章
美

の
必
要
性
を
認
め

る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
文
學
の
教
化
性
を
前
提
と
し
た
上
で
の
こ
と
な
の
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
テ
ク
ニ
ヅ
ク
に
堕
し
た
梁
末
以
後

の

文
學
を
批
剣
す
る
の
は
、
當
然
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
魏
徴
も
ま
た
儒
教
的
文
學
観
に
立

っ
て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ

(
7
)

る
と

言

え

よ
う

。

ち
な

み

に
、

こ

の

こ
と

は
彼

の

「
塁

書

治

要

序

」

に
お

い

て
も

確

認

で
き

る

。

ω
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次
に
時
代
は
や
や
下
る
が
、
高
宗
期
に
活
躍
し
、
六
朝
末
期
の
文
學
を
批
剣
的
に
縫
承
し
た
と
い
わ
れ
る
四
傑

の
文
學
論
は
い
か
が

(
8
)

で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
晴
末
の
文
中
子
王
通
の
孫
に
あ
た
る
王
勃
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
「
吏
部
斐
侍
郎
に
上
る
の
啓
」
に
は
次

の
よ
う
に
い
う
。

夫
れ
文
章

の
道
は
、
古
自
り
難
し
と
構
せ
ら
る
。
聖
人
は
開
物
を
以
て
務
め
と
成
し
、
君
子
は
立
言
を
以
て
志
を
見
は
す
。
雅
を

遺
れ
訓
に
背
く
は
、
孟
子
爲
さ
ず
。
百
を
勧
め

一
を
課
す
る
は
、
揚
雄
の
恥
つ
る
所
な
り
。
筍
も
大
義
を
頸
明
し
、
末
流
を
矯
正

し
、
俗
化
資
す
る
に
興
衰
を
も

っ
て
し
、
國
家
其
の
輕
重
に
由
る
べ
き
も
の
に
非
ざ
れ
ば
、
古
人
未
だ
嘗
て
心
を
留
め
ざ
る
な
り
。

こ
こ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
王
勃
の
そ
れ
も
儒
教
的
文
學
観
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
彼
は
績
け
て
い
う
。

微
言
既
に
絶
え
て
自
り
、
斯
文
振
る
は
ず
。
屈

・
宋
源
を
前
に
澆
ぎ
、
枚

・
馬
淫
風
を
後
に
張
る
。
人
主
を
談
ず
る
者
は
、
宮
室

苑
圃
を
以
て
雄
と
爲
し
、
名
流
を
敲
す
る
者
は
驕
奢
に
沈
酬
す
る
を
以
て
達
と
爲
す
。
故
に
魏
文
は
之
を
用

い
て
中
國
衰

へ
、
宋

武
は
之
を
貴
び
て
江
東
鼠
る
。
沈

・
謝
孚
ひ
て
驚
す
と
錐
も
、
適

に
齊

・
梁

の
危
を
兆
す
に
足
り
、
徐

・
庚
鼓
び
馳
す
も
、
周

.

陳
の
禍
を
止
む
る
能
は
ず
。

す
な
わ
ち
、
先
秦
の
屈
原

・
宋
玉
以
下
、
魏

の
文
帝
、
劉
宋
の
武
帝
、
齊
梁
の
代
表
的
文
人
で
あ
る
沈
約

・
謝
眺
等
を
學
げ
、
北
周

・
陳
か
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
庚
信

・
徐
陵
を
名
指
し
し
、
ひ
と
し
な
み
に
否
定
し
て
い
る
。
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⑥

楊
洞
は
、
屈
原

・
宋
玉
は
認
め
な
が
ら
も
そ
れ
以
後
の
文
學
に
つ
い
て
は
全
て
批
到
し
て
い
る
。
「
王
子
安

(勃
)
集
序
」
に
い
う
。



仲

尼

既

に
没

し

て
、

(
子
)
游

.
(
子
)
夏

株

洒

の
風

を

光

か

せ
、

屈

平

自

沈

し

て
、

唐

(
勒
)
・
宋

(
玉
)
泊

羅

の
跡

を

弘

む

。
文

儒

焉

に
於

い

て
術

を
異

に
す

る

は
、

詞

賦

の
源

を

殊

に
す

る
所

以

な

り
。

秦

氏

の
書

を

播

く

に
逮

び

て
、

斯

文

天

喪

す

。
漢

皇
改

運

す

る
も

、

此

道

還

ら

ず

。

質

(
誼

)
.
馬

(
司
馬
相
如
)
蔚

興

す

る
も

、

已

に
雅

・
頬

に
葛

け

、

曹

(植

)
・
王

(
楽
)
傑

起

す

る

も

、

更

に
風

・
騒

を

失

ふ

。
大

猶

に
俺

挽

す

る

も

、

未

だ
前

載

を

添

く

せ

ず

。

播

・
陸

奮

獲

し

、

孫

(
緯
)

・
許

(
詞
)
相

因

る

に
泊

ん

で
、
之

を

縫

ぐ

に
顔

(
延
之
)

.
謝

(
露
運
)
を

以

て

し
、

之

を

申

ば

す

に
江

(
掩
)

・
飽

(
照
)
を

以

て
す

。

梁

・
(
北
)

魏
の
璽
材

周

・
晴
の
衆
制

或
い
は
.
桜
.
に
嚢

を
求
め
・

未
だ
力
を
丘
墳
に
毒

ず
・
或

い
は
響

波
瀾
に
.徹
ひ
・

源

を
禮
樂
に
尋
ね
ず
。

こ
こ
で
楊
燗
は
、
漢
の
質
誼

.
司
馬
相
如
、
魏
の
曹
植

・
王
簗
、
西
巫日
の
活
岳

・
陸
機
、
東
奮
の
孫
紳

・
許
訥

、
劉
宋
の
顔
延
之

・

謝
蜜
運

・
飽
照
、
梁
の
江
俺
と
、
名
立
た
る
文
人
を
こ
と
ご
と
く
否
定
し
、
さ
ら
に
、
離
贔
技
に
は
し
る
梁
代
以
後
、
北
魏
、
北
周
、

晴
を
痛
烈
に
批
剣
す
る
。

楊
燗
の
文
學
論
も
、
文
人
評
債

の
面
に
お
い
て
王
勃
と
は
や
や
出
入
が
あ
る
も
の
の
、
儒
教
的
文
學
観
で
あ
る

こ
と
に
は
ま
ち
が
い

な

い
。

e

盧
照
鄭
に
つ
い
て
は
、
前
二
者
と
は
い
さ
さ
か
異
な
る
文
學
史
観
を
呈
し
て
い
る
。
彼
は

「南
陽
公
集
序
」
の
中
で
、
孔
子
以
後
に

關

し
て
次
の
よ
う
に
肯
定
し
て
い
る
。
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獲
麟
絶
筆
自
り
、

一
千
三
四
百
年
、
游

・
夏
の
門
、
時
に
葡
卿

・
孟
子
有
り
。
屈

・
宋
の
後
、
直
だ
質
誼

・
相
如
に
至
る
。
爾
班

事
を
救
し
て
、
丘
明
の
風
骨
を
得
、
二
陸
詩
を
裁
し
て
、
公
幹

(劉
槙
)
の
奇
偉
を
含
む
。

鄭
中

の
新
髄
、
共

に
音
韻
天
成
な
る

を
許
し
、
江
左

の
諸
人
、
威
な
穣
姿
の
艶
獲
な
る
を
好
む
。
精
博
爽
麗
、
顔
延
之
は
江

・
飽
の
聞
に
急
病
し
、
疎
散
風
流
、
謝
宣

城
は
向

・
劉

の
上
を
綾
歩
す
。
北
方
は
重
濁
、
猫
り
盧
黄
門

(盧
思
道
)
の
み
往
往
に
し
て
高
く
飛
び
、
南
國
は
輕
清
、

惟
だ
庚

中
丞
の
み
時
時
墜
ち
ず
。

彼
は
、
先
秦
で
は
子
游

・
子
夏
、
筍
子

・
孟
子
、
屈
原

・
宋
玉
、
漢
で
は
質
誼

・
司
馬
相
如
、
班
彪

・
班
固
父
子
、
巫日
は
陸
機

・
陸

雲
兄
弟
、
劉
宋
は
顔
延
之
、
そ
し
て
南
齊
で
は
謝
眺
を
學
げ
評
贋
し
て
い
る
。
な
お
、
文
末
の
盧
黄
門
と
は
晴
の
盧
思
道
の
こ
と
で
あ

(
9

)

る
が
、
庚
中
丞
は
未
詳
で
あ
る
。
と
も
か
く
も
、
こ
こ
で
盧
照
都
が
先
秦
以
下
南
朝
に
い
た
る
ま
で
の
文
學
を
ほ
ぼ
認
め
て
い
る
こ
と

が
確
認
さ
れ
る
。
た
だ
し
、

一
方
で
は
、

八
病
髪
に
起
り
、

沈
隠
侯
永
ら
く
拘
囚
と
作
り
、

四
聲
未
だ
分
か
た
れ
ず
、

梁
の
武
帝
は
長
ら
く
聾
俗
と
爲

る
。

後
生
曉
る
莫

く
、
更
に
文
律
の
煩
苛
な
る
を
恨
み
、
音
を
知
る
者
稀
に
し
て
、
常
に
詞
林
の
交
も
喪
は
る
る
を
恐
る
。
雅
頒
作
ら
ず
ん
ば
、
則

ち
後
に
死
す
る
者
は
焉
ん
ぞ
得
て
聞
か
ん
や
。

と
、
沈
約
に
始
ま
る
、
齊
梁
以
來
の
煩
項
な
聲
韻
重
覗
の
文
學
に
封
し
て
は
、
嚴
し
く
批
到
を
加
え
て
い
る
。

こ
の
文
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
盧
照
郡
の
文
學
論
は
、
李
誇
、
王
勃
、
楊
燗
の
よ
う
に
、
強
硬
な
儒
教
主
義
的
立
場
に
立

っ
て
い

る

の
で
は
な
く
、
文
學
そ
の
も
の
に
密
着
し
た
も
の
だ
と
言
え
る
。
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ω

最
後
に
、
盧
照
郡
と
ほ
ぼ
同
年
代
の
酪
賓
王
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
「和
道
士
閨
詩
啓
」
に
次
の
よ
う

に
い
う
。

窮
か
に
惟

へ
ら
く
、
詩

の
興
作
す
る
は
、
基
を
途
古
に
兆
す
。
唐
歌
虞
詠
、
始
め
て
典
誤
に
載
せ
ら
れ
、
商
頬
周
雅
、
方
め
て
金

石
に
陳
ね
ら
る
。

其
の
後
志
を
言
ひ
情
に
緑
る
は
、

二
京
に
斯
れ
盛
ん
な
り
。

毫
を
含
み
て
思
ひ
を
歴
ぐ
は
、
魏
巫日
に
彌
よ
繁

し
。
布
き

て
繰
簡
に
在
り
、
差
や
商
略
す
べ
し
。
李
都
尉
の
鴛
鴛

の
僻
は
、
纏
綿
巧
妙
、
班
健
仔
の
霜
雪
の
句

は
、
嚢
越
清
廻
。

平
子

の
桂
林
、
理
は
文
外
に
在
り
。
伯
階
の
翠
鳥
、
意
は
行
聞

に
壷
く
。
河
朔
の
僻
人
は
、
王

・
劉
を
稻
首
と
爲
し
、
洛
陽
の
才

子
は
、
活
左
を
先
寛
と
爲
す
。
乃
ち
子
建

の
璽
彦
を
牢
籠
し
、
士
衡

の
當
時
に
籍
甚
す
る
が
若
き
は
、
拉
び
に
文
苑
の
羽
儀
に
し

て
、
詩
人
の
亀
鏡
な
り
。
髪
に
江
左
に
逮
び
て
、
謳
謡
し
て
綴
ま
ず
。
神
骨
仙
才
有
る
に
非
ず
、
專
ら
玄
風
道
意
を
事
と
す
。
顔

・
謝
は
特
に
挺
ん
で
、
哉
伐
と
し
て
典
麗
た
り
。
蚊
自
り
以
降
、
聲
律
稻
く
精
や
か
に
し
て
、
其
の
聞
洛
改
す
る
も
、
能
く
本
を

正
す
莫
し
。

彼
も
ま
た
、
漢
魏
以
後
の
詩
に
つ
い
て
ほ
ぼ
全
面
的
に
評
償
し
な
が
ら
も
、
六
朝
末
期
の
、
文
人
が
煩
苛
な
詩
律
に
拘
束
さ
れ
て
い

る
状
況
に
は
極

め
て
批
到
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
酪
賓
王
の
文
學
論
も
儒
教
的
文
學
論
を
前
提
と
し
て
は
お
ら
ず
、
純
粋
に

文
學
面

に
立

っ
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
看
取
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
晴
か
ら
初
唐
期

に
み
ら
れ
る
文
學
評
論
を
み
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
お
お
む
ね
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
よ
う
。
ま
ず
、
李

誇

・
王
勃

・
楊
洞
の
よ
う

に
、
儒
教
イ
デ
ナ
ロ
ギ
ー
を
前
面
に
う
ち
だ
し
て
修
僻
主
義
的
美
文
を
排
斥
す
る
考
え
方
が

一
つ
で
あ
る
。

次

に
、
儒
教
主
義
に
も
と
つ
く
文
章
教
化
説
を
前
提
と
し
た
上
で
、
文
章
美
を
支
持
す
る
魏
徴

の
よ
う
な
考
え
方
。

こ
れ
ら
二
つ
の
観
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書
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黙

ば
、
唐
初
に
お
け
る
國
家
建
設
に
あ
た

っ
て
の
儒
敏
重
覗
政
策
と
密
接
な
關
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
純
梓
に
文

學
的
側
面
か
ら
歴
代
の
文
學
を
評
債
す
る
盧
照
鄭

・
酪
賓
王
の
よ
う
な
立
場
で
あ
る
。

こ
の
三
者
の
観
黙
か
ら
宮
膿
派
文
學
の
盛
行
し
た
梁
末
以
後
を
そ
れ
ぞ
れ
み
た
場
合
、
大
義
を
ゆ
る
が
せ
に
し
、
風
俗
教
化
の
役
に

立

た
ぬ
も
の
、
あ
る
い
は

「文
質
」
の
平
衡
を
訣
き
修
群
に
偏
向
す
る
も
の
、
煩
項
な
聲
韻
に
拘
る
も
の
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
は
後
序
で
批
剣
し
て
い
る
よ
う
な
男
女
云
々
の
獲
言
は
な
さ
れ
て
い
な
い
し
、
ご
く

一
部
な
が
ら
否
定
的
評
償

の

(
10
)

封
象
と
し
て
徐
陵

・
庚
信

の
名

こ
そ
出
て
は
い
る
が
、
簡
文
帝
に
關
わ
る
言
及
は
魏
徴
を
除
い
て
全
く
な
い
。
そ
し
て
こ
の
魏
徴
で
さ

え
、
梁
末
の

「淫
放
」
な
文
學
の
責
任
を
決
し
て
彼

一
人
に
押
し
付
け
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
後
序

の

宮
鐙
詩
批
剣
は
、
各
文
學
評
論
と
は
か
な
り
異
質
な
も
の
と
認
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
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そ
れ
で
は
、
宮
膣
詩
艶
詩
説
を
と
な
え
る
後
序
は
、
い
か
な
る
文
學
史
観
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
章

に
お
い
て
は
、

後
序
を
い
く

つ
か
の
内
容
に
く
ぎ

っ
て
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

文
は
言
を
明
ら
か
に
す
る
所
以
な
り
。
古
は
高
き
に
登
り
て
能
く
賦
し
、
山
川
に
能
く
祭
り
、
師
旅

に
能
く
誓

い
、
喪
紀

に
能
く

諌
し
、
作
器
に
能
く
銘
す
れ
ば
、
則
ち
以
て
大
夫
爲
る
べ
し
。
其

の
物
に
因
り
て
僻
を
騎
べ
、
情
霊
の
擁
る
無
き
者
を
言
う
な
り
。

ま
ず
、
文
章
が
言
葉
を
明
確
に
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
、
そ
の
状
況
に
鷹
じ
た
文
章
を
能
く
す
る
も

の
こ
そ
が
大
夫
た
り
得
る
と
し
て
こ
の
序
文
は
始
ま
る
。
そ
し
て
、
そ
の
大
夫
を
、
封
象
に
し
た
が

っ
て
文
章
を
つ
づ
り
、
心
性
を
と



ど

こ
お
る
こ
と
な
く
展
開
し
う
る
者
で
あ
る
と
も
定
義
し
て

い
る
。
こ
の
部
分
は
、
『
詩
経
』
廓
風

「定
之
方
中
」

の
毛
傳
の

「故
建

邦
能
命
亀
、
田
能
施
命
、
作
器
能
銘
、
使
能
造
命
、
升
高
能
賦
、
師
旅
能
誓
、

山
川
能
説
、

喪
紀
能
諌
、

祭
祀
能
語
、

君
子
能
此
九

者

、
可
謂
有
徳
音
、
可
以
爲
大
夫
」
を
ふ
ま
え
る
。
ち
な
み
に
、
初
唐
期
に
編
纂
さ
れ
た
史
書
に
み
え
る
こ
の
よ
う
な
文
學
評
論

の
開

頭

に
は
、
程
度

の
差
は
あ
れ
、
儒
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
く
文
章
の
教
化
的
敷
用
が
う
ち
だ
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
さ

き

に
見
た

『
晴
書
』
文
學
傳
序
が
そ
う
で
あ
る
し
、
『北
齊
書
』
文
學
傳
序
や

『巫日
書
』
文
苑
傳
序
、
そ

し

て

『
南
史
』
文
學
傳
序
な

(
11
)

ど
も
そ
う
で
あ
る
。

績
い
て
後
序
は
、
以
下
太
古
の
尭

・
舜
お
よ
び

『
詩
経
』
か
ら
始
め
て
歴
代
の
代
表
的
文
人
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
順
を
お

つ
て

コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。

唐
歌
虞
詠
、
商
頬
周
雅
は
、
事
を
叙
べ
情
に
縁
り
、

紛
論
と
し
て
相
襲
ふ
。

斯
自
り
巳
降
、

其
の
道
彌
よ
繁

し
。

世
に
澆
淳
有

り
、
時
は
治
齪
を
移
す
。

文
膿
遷
攣
し
、

或
は
邪
正
殊
な
る
。

宋
玉

・
屈
原
は
、

清
風
を
南
楚
に
激
は
せ
、
嚴

・
郷

・
枚

・
馬

は
、
盛
藻
を
西
京
に
陳
ぶ
。
平
子
は
東
都
に
艶
登
し
、
王
簗
は
潭

・
濫
に
濁
歩
す
。

髪
に
巫日
氏
に
逮
ん
で
、
播

・
陸
と
構
す
る
を
見
、
拉
び
に
翻
藻
相
輝
き
、
宮
商
聞
起
す
。
清
僻
は
金
石
を
潤
し
、
精
義
は
雲
天
に
薄

る
。
永
嘉
已
後
、
玄
風
既
に
扇
り
、
群
に
平
淡
多
く
、
文
に
風
力
寡
し
。
降
り
て
江
東
に
及
ん
で
、
其
の
弊
に
勝

へ
ず
。
宋

・
齊

の
世
よ
り
、
下
は
梁
初
に
逮
ん
で
、
霊
運
高
致
の
奇
、

延
年
錯
綜

の
美
、

謝
玄
暉
の
藻
麗
、

沈
休
文
の
富
盗
、

揮
燥
斌
蔚
と
し

て
、
僻
義
観
る
べ
し
。

こ
こ
で
後
序
は
、
尭

・
舜

・
『詩
経
』
以
後
文
學
の
道
が
盛
ん
に
な
り
、
世
の
風
俗
の
盛
衰
、

時
代
の
治
齪
に
よ

つ
て
、
文
體

の
攣

『晴
書
』
経
籍
志
集
部
後
序
の
宮
髄
詩
観

(中
筋
)
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遷

や
文
學

の
内
容
に
正
邪
が
あ
る
と
述
べ
た
あ
と
、
屈
原

・
宋
玉
以
降
の
文
學
を
積
極
的
に
肯
定
し
、
前
漢
で
は
嚴
助

.
郷
陽

.
枚
乗

・
司
馬
相
如
、
後
漢
で
は
張
衡

・
王
簗
、
西
奮

の
溜
岳

・
陸
機
、
劉
宋
の
謝
露
運

.
顔
延
之
、
南
齊
の
謝
眺
、
梁
初

の
沈
約
と
、
文
學

史

上
名
立
た
る
文
人
た
ち
を
列
學
し
、
特

に
活

・
陸
以
降

に
つ
い
て
は
僻
を
壼
く
し
て
稻
賛
し
て
い
る
。

次

の
部
分
は
、
本
論
稿

の
第

一
章
に
掲
げ
た
宮
禮
詩
お
よ
び
陳
朝
批
到
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
重
複
を
避
け
て
再
録

し
な
い
。
た
だ
簡

文
帝

が
艶
詩

に
傾
倒
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
、
時
代
は
や
や
遡

る

が
陳

・
何
之
元
の

「梁
典
縛
論
」

(
『文
苑
英
華
』
巻
七
五
四
)
で

は
、

太
宗
は
孝
慈
仁
愛
に
し
て
、
實
に
守
文

の
君
た
り
。
惜
し
い
か
な
、
賊
の
殺
す
所
と
爲
る
。
文
章
妖
艶
に
し
て
、
風
典
を
菓
墜
す

る
に
至
り
て
は
、
婦
人
の
口
に
諦
せ
ら
れ
、
君
子

の
聴
の
及
ば
ず
。
斯
れ
乃
ち
交
士
の
深
病
、
政
教
の
厚
疵
な
り
。
然
る
に
雛
轟

の
技
は
、
治
忽
に
關
す
る
に
非
ず
。
肚
士
は
爲
さ
ず
、
人
君
焉
く
ん
ぞ
用

い
ん
や
。

と

し
て
、
そ

の
艶
詩
制
作
ぶ
り
を
批
剣
し
て
い
る
。
何
之
元
は
梁
陳
二
朝
に
跨
が
る
歴
史
家
で
あ
り
、
こ
の
部
分
は
同
時
代
人
に
よ
る

見
聞
と
し
て
信
頼
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
『晴
書
』
文
學
傳
序
に
お
い
て
、
簡
文
帝
と
と
も
に

「淫
放
を
啓
」

い
た
人
物
と
し
て
糾
弾
さ
れ
て
い
た
湘
東
王
薫
繹
に
つ
い
て
は
、

世
租
は
聰
明
特
達
に
し
て
、
才
藝
兼
ね
て
美
な
り
。
詩
筆
の
麗
、
與
に
匹
を
爲
す
牢
し
。

と
稔
贅
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
簡
交
帝
が
艶
詩
制
作
に
執
心
で
あ

っ
た
の
は
彼
の
個
人
的
な
傾
向
だ

っ
た
と
言
・兄
、
決

し
て
宮
禮
派
の
集
團
的
な
そ
れ
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

次

に
、
北
朝
に
關
す
る
記
述
に
移
る
こ
と
に
す
る
。
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其
れ
中
原
は
則
ち
兵
颪
積
年
に
し
て
、
文
章

の
道
審
く
。
後
魏

の
文
帝
は
、
頗
る
僻
を
屡
る
を
敷
ふ
も
、
未
だ
俗
を
攣
ふ
る
能
は

ず
、
例
ね
皆
淳
古
た
り
。
齊
宅
潭
濱
は
、
僻
人
聞
起
し
、
高
言
累
句
は
、
紛
転
絡
繹
す
る
も
、
清
僻
雅
致
は
、
是
れ
未
だ
聞
か
ざ

る
所
な
り
。

「中
原
は
文
學
の
道
が
壼
き
て
し
ま

っ
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
北
朝
文
學
に
封
し
て
、
後
序
は
ほ
と
ん
ど
高
い
評
債
を
與
え
て
い
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
き
に
見
た

『
晴
書
』
文
學
傳
序
が
、
北
朝
の
三
才
子
を
南
朝
側

の
大
物
文
人
で
あ
る
沈
約

・
江
滝
と
拉
べ
て

畢
げ
て
い
た
だ
け
に
、
「清
僻
雅
致

は
、
是
れ
未
だ
聞
か
ざ
る
所
な
り
」
と
い
う
記
述
は
い
か
に
も
冷
淡
に
見
え
る
。

そ
し
て
、
か
か
る
筆
致
は
、
第

二
章
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
北
周
文
學
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
に
お
い
て
も
攣
わ
る
こ
と
な
く
、
「北

周

は
國
家
経
螢
に
專
念
し
て
い
た
た
め
に
、
風
流
事
に
は
そ
の
暇
が
な
か

っ
た
」
と
に
べ
も
な
く
言
い
切

っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
た
、
『晴

書
』
文
學
傳
序
や

『
周
書
』
王
褒
庚
信
傳
論
に
お
い
て
、
庚
信
に
よ

っ
て
梁
末

の
文
風
が
北
周
に
も
た
ら
さ
れ
て
流
行
し
た
こ
と
を
嘆

い
て
い
る
の
と
は
、
全
く
内
容
を
異
に
し
て
い
る
。

最
後
に
、
晴
代
文
學
を
述

べ
た
く
だ
り
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

其
の
後
南
の
か
た
漢

・
汚
を
平
ら
げ
、
東

の
か
た
河
朔
を
定
め
、
有
晴
に
詑
ん
で
、
四
海

一
統
し
、
荊
南
の
杞
梓
を
采
り
、
會
稽

の
箭
竹
を
牧
む
る
が
ご
と
く
、
僻
人
才
士
、
総
て
京
師
に
葦
ま
る
。
屡
ま
高
租
は
文
少
な
く
、
蝪
帝
は
忌
む
こ
と
多
き
を
以
て
、

當
路
の
執
権
、
相
濱
塵
す
る
に
逮
ぶ
。
是
に
於
い
て
霊
蛇

の
珠
を
握
り
、
荊
山

の
玉
を
輻
し
、
溝
整

の
内
に
轄
死
す
る
者
、
勝
げ

て
激

ふ
べ
か
ら
ず
。
草
澤
の
怨
刺
、
是
に
於
い
て
興
る
。

階
朝
で
は
才
能
あ
る
人
士
が
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
帝
に
文
學
の
素
養
が
な
く
、
ま
た
揚
帝
も
人
を
妬
ん
で
止
ま
な
か

っ
た
が

『晴
書
』
経
籍
志
集
部
後
序
の
宮
饅
詩
観

(中
筋
)
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ゆ
え
に
、
灌
力
者
か
ら
彼
等
は
排
斥
さ
れ
、
そ
の
結
果
敷
多
く
の
文
才
あ
る
者
た
ち
が
苦
境

の
な
か
で
野
垂
れ
死
に
し
て
し
ま
い
、
か

く

て
怨
嵯
の
聲
が
あ
が
る
に
い
た

っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
文
學
傳
序
で
は
こ
の
二
人
の
皇
帝
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

述

べ
て
い
る
。

高
租
初
め
て
萬
機
を
統
べ
、
毎
に
断
雛
を
撲
に
爲
さ
ん
こ
と
を
念
ひ
、
畿
號
施
令
し
て
、
威
く
浮
華
を
去
る
。
然
れ
ど
も
時
俗
の

詞
藻
、
猫
ほ
淫
麗
多
し
。
故
に
憲
毫
執
法
し
、
屡
ば
霜
簡
を
飛
ば
す
。
揚
帝
初
め
て
藝
文
を
習
ふ
に
、
輕
側
を
非
と
す
る
の
論
有

り
。
師
位
に
聾
ん
で
、
其
の
風
を

一
攣
す
。
其
の

「與
越
公
書
」
・
「建
東
都
詔
」
・
「冬
至
受
朝
詩
」
及
び

「擬
飲
馬
長
城
窟
」
、

蚊
び
に
雅
膣
存
し
、
典
制
に
蹄
す
。
意
は
驕
淫
に
在
り
と
錐
も
、
詞
に
浮
蕩
無
し
。

高
租
の
時
代
に

「獲
號
施
令
し
て
、

威
く
浮
華
を
去
」

つ
た
と
い
う
の
は
、

さ
き
に
見
た
李
誇
の
上
書
を
契
機
と
す
る
も

の
で
あ

り
、
蝪
帝
が
そ

の
文
風

(庚
信
睡
)
を

一
攣
さ
せ
た
と
い
う
の
も
す
で
に
燭
れ
た

『晴
書
』
柳
誓
傳
に
見
え
る
。

中
國
史
上
稀
に
み
る
暴
虐
の
君
主
と
言
わ
れ
た
蝪
帝
も
、
こ
こ
で
は
丈
學
に
關
し
て
、
絶
大
な
る
賛
僻
を
與
え
ら
れ
て
い
る
。
ち
な

み
に
、
道
坂
昭
廣
氏

の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
に
學
げ
ら
れ
た
蝪
帝
の
作
品
の
う
ち
二
首
の
詩
は
、
い
ず
れ
も
南
朝
で
は
顧
み
ら
れ
る

こ
と
の
な
か

っ
た
五
経
の
言
葉
を
典
擦
に
用
い
て
お
り
、
古
典
的
で
節
度
あ
る
美
し
さ
を
持

つ
、
政
治
性
を
備
え
た
皇
帝
詩
で
あ
る
と

(
12
)

い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
儒
教
的
文
學
観
に
立

つ
魏
徴
が
彼
の
詩
を
高
く
評
債
す
る
の
は
、
蓋
し
當
然
す
ぎ
る
ほ
ど
當
然
の

こ
と
で
あ
ろ
う
。

以
上
を
通
覧
す
る
に
、
後
序
に
展
開
す
る
文
學
史
観
は
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
目
か
ら
見
る
か
ぎ
り
、
非
常
に
オ
ー
ソ
ド

ッ
ク
ス
な

"
純

μ
文
學
的
な
も
の
で
あ
る
と
言

っ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
面
に
お
い
て
、
盧
照
鄭
や
酪
賓
王

の
そ
れ
と
通
じ
る
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部
分
が
あ
る
。

た
し
か
に
、
『晴
書
』
経
籍
志
総
序
の
末
尾
で
は

「…
…
文
章
は
乃
ち
政
化
の
鵜
繊
」
と
い
い
、

さ
ら
に

「
治
の
具
爲

り
」
と
明
言
し
て
お
り
、
し
た
が

つ
て
こ
の
後
序
は
、

一
懸
文
學
教
化
説
を
前
提
と
し
て
は
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
に
は
、
前

章

で
見
て
き
た

一
部
の
文
學
論
に
あ
ら
わ
れ
た
強
烈
な
儒
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
影
は
極
め
て
希
薄
で
あ
り
、
各
時
代

の
文
學
を
冷
静
に

評
償
到
断
し
て
い
こ
う
と
す
る
態
度
が
あ
り
あ
り
と
見
え
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
や
は
り
梁
末
以
後
に
關
す
る
後
序
の
文
學
史
観
は
、
『晴
書
』
文
學
傳
序
や

『周
書
』
王
褒
庚
信
傳
論
、
『陳
書
』

徐
陵
傳
等
と
比
較
し
て
見
る
か
ぎ
り
明
ら
か
に
不
自
然
で
あ
り
、
事
實
の
誤
認
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

六

私
は
こ
れ
ま
で
の
章
に
お
い
て
、
梁
末
以
後
の
文
學
状
況
と
、
初
唐
期
に
行
な
わ
れ
た
文
學
評
論
お
よ
び

『晴
書

』
経
籍
志
集
部
後

序
そ
れ
自
身
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
後
序

の
内
容
、
す
な
わ
ち
簡
文
帝
に
始
ま
る
宮
禮
詩
が
男
女
の
事
柄
を
主
題
と
す
る

文
學
で
あ
る
と
い
う
記
述
に
關
し
て
、
事
實
誤
認
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
。
で
は
、
か
か
る
認
識
が
い
つ
た
い
何
故
に
出
て

き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
後
に
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
少
し
く
考
え
て
み
た
い
。

思
う
に
そ
れ
は
、
『
玉
毫
新
詠
』
の
存
在
が
、

か
の

『
文
選
』
と
の
封
照
に
お
い
て

頓
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
關

係

し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

周
知

の
と
お
り

『
玉
毫
新
詠
』
は
、
後
漢
か
ら
梁
代
に
い
た
る
艶
詩
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
あ
り
、
そ
の
撰
者
は
梁

・
陳
二
代
を
通
じ

て
文
壇

の
中
椹
的
存
在
で
あ

っ
た
徐
陵
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
小
稿

の
冒
頭
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
書
の
存
在
は

『
陳
書
』

『晴
書
』
経
籍
志
集
部
後
序
の
宮
髄
詩
観

(中
筋
)
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『
南
史
』
中

の
い
ず
れ
の
本
傳
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
明
ら
か
に
、
該
書
が
少
な
く
と
も
陳
朝
に
い
た
る
ま
で
無
名

の
選
集

で
あ

っ
た
可
能
性
が
高
か

っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
『
唐
會
要
』
巻
三
十
六

「修
撰
」
の
項
に
は
、
高
組
李
淵
の
赦
を
奉
じ

た
時
の
給
事
中
欧
陽
詞
が
、

武
徳
七
年

(
六
二
四
)
九
月
に

『
藝
文
類
聚
』
を
撰
し
て
上
呈
し
た
と
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
巻
五
十
五
に

は

「玉
毫
新
詠
序
」
が
牧
載
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
初
唐

の
こ
の
時
期
、
既
に

『
玉
毫
新
詠
』
の
存
在
が

一
般
に
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
は

ま
ず
聞
違
い
な
い
。
ま
た

『
晴
志
』
集
部
に
は

「『
玉
毫
新
詠
』
十
巻

陳

・
徐
陵
撰
」
と
あ
る
か
ら
、

後
序
の
筆
者
に
し
て
も
、

経

籍
志

の
編
纂
に
あ
た

っ
て
こ
の
書
を
閲
覧
し
て
い
た
可
能
性
が
十
分
に
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
書
に
は
、
既
に
何
之
元
の

「梁
典
総
論
」
に
も
み
た
よ
う
に
、
艶
詩
作
家
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
簡
文
帝
の
詩

が
七
十
六
首
牧
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
敷
は
父
親
の
武
帝
四
十

一
首
を
大
き
く
引
き
離
し
て
、
全
書
を
通
じ
て
第

一
位
で
あ
る
。

一
方
、

晴
末

の
曹
憲

に
始
ま
り
、
許
掩

・
李
善

・
公
孫
羅
に
引
き
縫
が
れ
た

「文
選
學
」
の
流
行
に
よ

っ
て
、
『文
選
』
が
擾
頭
し

(
13

)

て
き
た
こ
と
も
無
覗
で
き
な
い
状
況
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
簡
文
帝
の
兄
昭
明
太
子
薫
統
の
名
を
撰
者

に
冠
す

る
こ
の
書
は
、
東

周

か
ら
梁
に
い
た
る
ま
で
の
、
牧
録
作
家
数
百
三
十
鯨
、
作
品
激
八
百
に
お
よ
ぶ
、
三
十
巻
か
ら
な
る
詞
華
集
で
あ

る
。
し
か
も
、
三

十

七
に
の
ぼ
る
文
體

を
カ
パ
ー
し
た
綜
合
的
な
詩
文
選
集
な
の
で
あ
る
。
こ
の

『
文
選
』
は
、
科
畢
受
験
者
の
勉
強

の
た
め
の
テ
キ
ス

ト
と
し
て
珍
重
さ
れ
、
則
天
武
后
以
後
そ
の
確
固
た
る
地
位
を
築
き
あ
げ
る
こ
と
に
な
る
。
か
の
李
善
に
よ

っ
て
最
初

の
文
選
注
が
上

呈
さ
れ
た
の
は
、

高
宗
の
顯
慶
三
年

(
六
五
八
)、

す
な
わ
ち

『
晴
書
』
経
籍
志
を
ふ
く
む

『
五
代
史
志
』

の
志
部

が
完
成
上
呈
さ
れ

た
高
宗
の
顯
慶
元
年

(
六
五
六
)
の
二
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。

時
代
の
目
は
ま
さ
に

『
文
選
』
に
む
き

つ
つ
あ

っ
た

の
で
あ
る
。

ち
な

み

に
、
前
章
で
見
た
後
序
に
學
げ
ら
れ
た
文
人
た
ち
は
、
た
だ

一
人
嚴
助
を
除
け
ば
、

い
ず
れ
も

『
文
選
』
に
作
品
を
牧
録
さ
れ
て
い
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る
作

家

ば

か

り

で
あ

る
。

そ

し

て
、

播

岳

・
陸

機

・
謝

霞

運

・
顔

延

之

・
謝

眺

・
沈

約

等

、

後

序

が

賛

麟

の
か

ぎ

り

を
蓋

く

す
文

人

た

(
14

)

ち

の
作
品
数
は
、
『
文
選
』
所
牧
の
作
家
の
中
で
も
ひ
と
き

わ
目
立

つ
て
多
い
。
こ
の
こ
と
は
、
は
か
ら
ず
も
後
序

の
文
學
観
が

『文

選
』
編
纂
者
の
そ
れ
と
、
ほ
ぼ
完
全
に

一
致
す
る
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。

と
ま
れ
、
か
か
る
状
況
に
お
い
て
、
簡
文
帝
下
の
有
力
文
人
に
よ

つ
て
編
纂
さ
れ
た

『
玉
毫
新
詠
』
の
存
在
は
、
い
や
が
お
う
に
も

注

目
を
受
け
、
『
文
選
』
と
比
較
さ
れ
て
爾
者
の
封
照
性
が
は

っ
き
り
と
認
識
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。

か
た
や
、

輩
に
古
今

の
名
作

を
牧
集
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
科
畢
樹
策
に
お
い
て
も
大
い
に
資
す
る
實
用
的
な
綜
合
的
詩
文
選
集
で
あ
り
、
か
た
や
、
綺
羅
脂
粉

の

(
15

)

語

を
連
ね
た
遊
戯
的
性
格
の
強
い
艶
詩
の
詩
集
で
あ
る
。

一
方
の
撰
者
は
昭
明
太
子
で
あ
り
、
他
方
は
そ
の
弟

の
東
宮
文
學
集
團

の
中

心
的
詩
人
で
、

か
つ
次
代

の
陳
朝
に
お
い
て
文
壇
の
重
鎭
で
あ

つ
た
徐
陵
で
あ
る
。

の
み
な
ら
ず
、
『
玉
毫
新
詠
』
に
は
東
宮
文
學
集

團

の
首
長
た
る
簡
文
帝
の
作
品
が
、

塁
を
ぬ
い
て
激
多
く
牧
録
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
『
玉
毫
新
詠
』
成
書
か
ら
約
百
年
を
経
た
後

(
16
)

序

の
筆
者
に
は
、
既
に
該
書
の
編
纂
當
初
の
評
債
が
わ
か
ら
な
く
な

っ
て
い
た
に
ち
が
い
な

い
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
以
上
の
よ
う
な

條
件
が
重
な
り
、
梁
末
以
後
に
流
行
し
た
宮
膿
詩
と
こ
の
書
、
お
よ
び
そ
こ
に
作
品
を
多
激
掲
載
さ
れ
た
簡
文
帝
を
短
絡
的
に
結
び
つ

け

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
序
は
彼
を
そ
の
創
始
者
と
名
指
し
し
て
宮
膣
詩
艶
詩
説
を
表
明
す
る
に
い
た

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(
平
成
元
年
九

月
末
日
睨
稿
)

注

『
梁
書
』
庚
肩
吾
傳

に
次

の
よ
う

に
い
う
。
「
(
肩
吾
)
…
累

遷
中

録
事
諮
議
参
軍
、
太
子
率
更
令
、
中
庶
子
。
初
、
太
宗

在
藩

、
雅

『晴
書
』
経
籍
志
集
部
後
序

の
宮
盤
詩
観

(
中
筋
)

好
文

章
士
、
時
肩
吾
與
東
海
徐
摘
、
呉
郡
陸
呆
、
彰
城
劉
蓮
、
劉

孝
儀

、
儀
弟
孝
威
、
同
被
賞
接
。
及
居
東
宮
、

又
開
文
徳
省
、
置

學

士
。
肩
吾
子
信

、
摘
子
陵
、
臭
郡
張
長
公
、
北
地
傳
弘
、
東
海
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飽
至
等
充
其
選
。
齊
永
明
中
、
文
士
王
融

、
謝
眺
、
沈

約
文

章
始

用
四
聲
、
以
爲
新
攣
。
至
是
博
拘
聲
韻
、
彌
尚
麗
靡

、
復

瞼
於
往

時
」
。

拙
稿

「
宮
膿
詩
と

『玉
毫
新
詠
』
1

宮
膿
詩
艶
詩
説
へ
の
疑
問

ー

⊥

(
『
日
本
中
國
學
會
報
』
第

四
十

一
集

一
九
八
九
年
)
参

照
。

湘
東
王
薫
繹

の
宮
膿
派
文
學

へ
の
韓
換

に
つ
い
て
は
、
清
水
凱
夫

氏

「
簡
文
帝
瀟
綱

『
與
湘
東

王
書
』
考
」

(
『
立
命
館
文
學
』
四
三

〇

・
四
三

一
・四

三
二

一
九

八

一
年
)
中

に
詳

し
い
指
摘
が
あ
る
。

『
晴
書
』
魏

澹
傳

に
次

の
よ

う

に

い

う
。

「(
澹
)
還
除
太
子
舎

人
。
康

太
子
勇

深
禮

遇
之

、
履
令
注

『
庫
信
集
』
、
復
撰

『
笑
苑
』

・
『
詞
林
集
』
、
世
稻

其
博
物
」
。

『
晴
書
』
柳
巧
言
傳

に
次

の
よ
う

に
い
う
。
「
初
、
(
否
)
王
厨
文

、

爲
庚
信

膣
。
及
見
誓

已
後
、
文
膿

途
攣
」
。

『
奮
唐
書

』
虞

世
南
傳

に
次

の
よ

う

に

い

う
。

「(
世
南

)
善
属

文
、
常
祀
述
徐
陵
、
陵
亦
言
世
南
得
己
之
意
」
。

「
璽
書

治
要
序

」
(『
全
唐
文

』
巻

一
百

四
十

一
)
に
次

の
よ
う

に

い
う
。

「近

古
皇
王
、
時
有
撰
述

。
妓
皆
包
括

天
地
、
牢
籠
璽
有

。

競
採
浮
艶
之
詞

、
争
馳

迂
誕

之
説

。
騎
末
學
之
傳

聞
、
飾
離
轟
之

小
技
、
流
蕩
忘
反
」
。

こ
こ
に
い
う

「
皇

王
」
は
、

直
接

に
は
簡

文
帝
薫
綱

を
さ
す
と
思
わ
れ
る
。

四
傑

の
文
學
論

に

つ
い
て
は
古
川
末
喜

氏

「
初
唐

四
傑

の
文
學
思

想
」

(
『中

國
文
學

論
集

』
八

九
州
大
學
中
國
文
學
會

一
九
七

九
年
)
を
参
照
。

こ
の
庚
中

丞
は
あ

る
い
は
庚
信

の
こ

と

か
。
『
周
書
』
庚
信
傳

に

よ
れ
ば
、
彼

は
梁

・
元
帝
部
位

の
直
前

に
御
史
中
丞
に
除
せ
ら
れ

て
お
り
、
北
周

に
お
い
て
も
、
南
朝

の
御
史
毫

の
官

に
相
當

す
る

司
憲
中
大
夫

に
任
ぜ

ら
れ
て
い
る
。
假

に
庚
信
だ
と
す
れ
ば

、

こ

の
部
分

は
彼

の
南
朝

に

つ
い
て
の

コ
メ
ン
ト
と
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し

こ
れ
が
北
朝
時

の
こ
と

で
あ
る
と
す
れ
ば
、

こ
こ
に
い
う

「
南

國
」
は
、
軍

に
北
方
出
身

の
盧
思
道

に
封
し
て
、
南
方
出
身

と
い
う
ぐ
ら
い
の
意
味

で
あ

ろ
う

か
。

い
ず
れ

に
せ
よ
、
庚
信
で

あ
る
と
す
れ
ば
盧
照
鄭

は
彼
の
文
學

を
評
債

し
て
い
る
こ
と

に
な

る
。

こ
の
他

に
徐

・
庚

に
言
及
す
る
も
の
と
し
て
、
四
傑

よ
り
も
後

の

盧
藏
用
が

「
陳

伯
玉
文
集
序

」
中

で
、

「宋

、
齊

已
來

、
蓋
憔
惇
邊

蓮
、
陸
頽
流
靡

。
至
於

徐

・
庚
、
天
之
將
喪
斯
文
也
」
と

い
う
。

『
北
齊
書

』
文

苑
傳
冒
頭

に
次

の
よ
う
に
い
う
。

「
天
玄
象
著
明

、

以
察

時
攣

、
天
文

也
。

聖
達

立
言

、
化
成
天
下
、

人
文
也
」
。
ま

た

『
替
書

』
文
苑
傳

序
に
は

「
夫
文
以
化
成
、
惟
聖
之
高
義
」
と

い
い
、
『
南

史
』

文
學
傳
序

で
は

「
易
云
観
乎
人
文
化
成
天
下
」

と

『
易
』
を
引
用

し
て

い
る
。
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道
坂
昭
廣
氏

「
階

の
場
帝

に
つ
い
て
ー

そ
の
詩

に
關
す
る

一
考

察
1
ー
」
(
『
中
國
文
學
報
』

三
十

七

中
國
文
學
會

一
九
八

六
年
)

を
参

照
。

文
選
學

の
流
行

に

つ
い
て
は

『
奮
唐
書
』
儒
學
傳

に
次

の
よ
う

に

い
う
。

「曹
憲

…
所
撰

『
文

選
音
義
』
、
甚
爲
當
時
所
重
。
初
江
潅

聞
爲
文
選
學
者
、
本
之
於
憲
。

又
有
許
掩

・
李
善

・
公
孫
羅
復
相

縫
以

『
文
選
』
教
授
。
由
是
其
學
大
興
於
代
」
。

ま
た

『
新
唐
書
』

文
藝
傳

に

「
(
李
善

)
…
爲

『
文
選
注
』
、
…
…
居
沐
鄭
聞
講
授
、

諸
生

四
遠

至
、
傳

其
業

、
號

『
文

選
學
』
」
と
い
う
。

参

考
ま
で
に
、
こ
の
六
人
の

『
文

選
』
牧
録
作
品
敷

を
畢
げ

て
お

く
。

・
播
岳

…
賦

八

詩

六

謙

四

哀

一

・
陸

機
…
賦

二

詩

三
五

表

一

序

一

頚

一

論

二

連

珠

一

弔
文

一

・
謝
露
運
…
詩
三

二

・
顔
延
之

…
賦

一

詩
十

六

序

一

謙

二

祭
文

一

・
謝
跳

…
詩

二

一

騰
…

一

哀

一

・
沈
約

…
詩
十
三

弾
事

一

論

二

碑
文

一

「
玉
毫

新
詠
序

」

に
次

の
よ
う

に
い
う
。

「難
復
投
壺

玉
女

、

爲

激
盤
於
百
駐

、
争
博
齋

姫
、
心
賞
窮
於

六
箸

。
無
恰
耐
於
暇
景

、

惟
屡
意
於
新
詩
。

庶
得
代
彼
萱
蘇

、
微
錫
愁
疾
」
。

こ
こ
で
は
後

宮

に
住
ま
う

「麗

人
」
が
、

い
つ
し
か
帝

の
寵
愛
も
疎

遠

に
な
り
、

詩
作

に
よ

つ
て
そ

の
憂

い
を
紛
ら
そ
う
と
す
る

こ
と
を
述

べ
て
い

る
。

「萱
蘇

」
は
「わ
す
れ
ぐ
さ
」
の
こ
と
。
序
文

に
よ
れ
ば

、
『
玉

毫
新
詠
』

は
、
か
か
る
消

遣
的
螢
爲

の
産

物
で
あ
る

「
麗

人
」
の

詩
と
、
「
往
世
名
篇

」

思
田
今
巧
製
」
か
ら

「
艶

歌
」
ば

か
り
を
「撰

録
」
し
て
成

つ
た
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
序
文

の
最
後

を

「
攣
彼
諸
姫
、
聯
同
棄
日
。
猜
欺

彫
管

、
無
或
機

焉
」
と
締

め
括

る
。

こ
の
よ
う
な

こ
と
か
ら
、
『
玉
毫

新
詠

』
の

遊
戯

的
性
格

は

明
白

で
あ

る
。

『
玉
毫
新
詠
』

の
成
書
時
期

に
つ
い
て

は
、
從

來
中
唐

の
劉
粛
撰

『
大
唐
新
語
』
巻
三
公
直
篇

に
よ
り
簡
文
帝

の
晩
年
と
さ
れ
て
き

た
が
、

興
膳
宏
氏

「
『
玉
毫
新
詠
』
成
立
考
」
(
『
東
方
學
』

六
十

三
)
の
考
謹
に
よ
れ
ば
、
瀟
綱
立
太
子

よ
り
三
年
後

の
中
大
通
六

年

(
五
三
四
)
頃
と
の
こ
と
で
あ

る
。
今
、
興
膳
説

に
從
う
。

『晴
書
』
経
籍
志
集
部
後
序
の
宮
膣
詩
観

(中
筋
)
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