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袁
宏

『名
士
伝
』
と
戴
達

『竹
林
七
賢
論
』

松

浦

崇

魏
晋
の
険
悪

な
政
権
交
代
期
を
生
き

た
玩
籍

・
稽
康

・
山
濤

・
向
秀

・
劉
伶

・
玩
成

・
王
戎
ら
、

い
わ
ゆ
る

「竹

林
七
賢
」
と
呼
ば
れ
る
人

々
は
、
長
い
中

国

の
歴
史
の
上

で
も
特
異
な
、
ま
た
あ

る
意
味

で
象
徴
的
な
存
在

で
あ
る
。
彼

ら

の
個
性

豊
か
な
行
動
と
思
想
は
、
今

日
の
わ
れ
わ
れ
に
と

っ
て
も
多
く
の
示

唆
に
富
み
、
か

つ
興
味
深

い
問
題
を
含

ん
で
い
る
。
彼
ら
に
対
す
る
後
世
の
評

価
も
活

発
で
、
賛
否
両
論
が
渦
ま
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
彼
ら

の
行
動

は
と
か

く
俗
伝

の
混
在
し
た
歴
史
資
料

に
よ

っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
偏

見
や
誤

解
を
生
じ
や
す

い
。

し
か
し
、
最
近

の
竹
林
七
賢
研
究

に
よ

っ
て
、
い
わ
ゆ

る

「
竹
林
の
遊
」
な

る
も
の
が
東
晋
時
代

に
作
ら
れ
た
伝
説

に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
指
摘

さ
れ
る
よ
う

へ
ー
)

に
な

っ
た
。
が
、
そ
れ
に
も
拘

わ
ら
ず
、
な
ぜ
東

晋
時
代

に
竹
林
七
賢
伝
説
が

作
ら
れ
た
の
か
と

い
う
問
題

は
、
必

ず

し

も

十
分

に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な

い
。竹

林

の
遊
が
東
晋
時
代

の
伝
説

で
あ
る

こ
と
は
、
次

の
よ
う
な
資
料

に
よ

っ

て
裏
付
け
ら
れ
る
。

王
溶
沖

、
尚
書
令
と
為
り
、
公
服
を
箸
、
輻
車

に
乗
り
、
黄
公
の
酒
壇

の

下
を
経

て
過
ぎ
り
、
顧
み
て
後
車

の
客
に
謂

ふ
、

「
吾
、
昔
裕
叔
夜

・
玩

嗣
宗
と
共

に
此

の
櫨
に
酎
飲
す
。
竹
林

の
遊
も
、
亦
た
其

の
末
に
預

か
れ

り
。
稽
生
天
し
、
玩
生
亡
び
て
よ
り
以
来

、
便
ち
時

の
罵
継
す
る
所

と
為

る
。
今

日

此

を

視

る
に
、
近
し
と
錐
も
、
逸
と
し

て
山
河

の
ご
と
し
」

と
。
(
「世
説
」
傷
逝
篇
)

こ
れ
は
、
竹
林
七
賢

の

一
員
で
あ

る
王
戎
が
、
か

つ
て
の
稜
康

・
玩
籍
ら
と

の

「
竹
林
の
遊

」
を
回
想
す
る
話

で
あ
る
が
、

こ
の
注

に
次

の
よ
う
な
東
晋

の

戴
蓬

の

『竹
林
七
賢
論
』
が
引

か
れ

て
い
る
。

O
O
O
O
。
O
O

お
じ

俗
伝
此
の
ご
と
し
。
頴
川
の
庚
愛
之
、
嘗

て
以

て
其

の
伯

の
文
康

に
問

へ

り
。
文
康
云
ふ
、

「中
朝

の
聞
か
ざ
る
所

、
江
左

に
忽
と
し
て
此
の
論
有

る
は
、
蓋
し
好
事
者

之
を
為

せ
る
の
み
」
と
。

こ
こ
で
戴

逡
は
、
庚

亮

(字
文
康
、
二
八
九
⊥
二
四
0
)

の

「
こ
の
よ
う
な
話
は

中
朝

(西
晋
時
代
)
に
は
聞
い
た
こ
と
が
な
く
、
江
左

(東
晋
時
代
)
に
な

っ
て
急

に
出
現
し
た
の
で
あ
り
、
好
事
者

の
作
り
話
だ
」
と

い
う
言
葉
を
引

い
て
、
前

述

の
よ
う

な
話
は

「
俗
伝
」
で
あ
る
と
断
じ
て
い
る
。
庚
亮
と
い
う

人
は
、
王

戎

(二
三
四
⊥

二○
五
)

在
世
中

の

西
晋
中
期

に

生
ま
れ
、
王
導

と
と
も

に
東
晋

「1一



初
期

の
政
治
を
主
宰
し
た
人
で
あ

る
。
し
た
が

っ
て
庚
亮

の
発
言
は
十
分

に
信

頼
で
き

る
も

の
で
あ
り
、
竹

林
の
遊
が
東
晋
時
代

に
作
ら
れ
た
伝
説
に
過
ぎ
な

へ
2
)

い
こ
と
は
、
こ
の
資
料
だ
け
か
ら
も
は

つ
き
り
と
指
摘

し
得

る
。

竹
林

の
遊
が
伝
説

に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
、
当
の
七
賢

の
詩
文

に
竹
林
の
遊

に

言
及
し
た
も

の
が
な

い
こ
と
や
、
七

賢

個

々

の
立
場

の
違

い
な
ど
か
ら
推
し

て
、
ほ
ぼ
事
実

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
竹

林
の
遊

は
全
く

の
作
り
話

だ

と
言

っ
て
し
ま
う

こ
と
で
問

題
が
解
決
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
こ
が

問
題

の
出
発
点
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
庚
亮
も
言
う
よ
う

に
、
東
晋
時
代

に

な
る
と
急
に
竹

林
七
賢
が
喧
伝
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
人

々
の
関
心
を
集
め

る

よ
う

に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
陶
淵
明

(三
六
五
「
四
二
七
)
の
著
述
と
伝

え
ら
れ

て
い
る

「
聖
賢
群
輔
録
』
は
、
玩
籍
以
下

の
上
述
七
人
の
名
を
列
挙

し

た
後

、右
、
魏

の
嘉
平

(二
四
九
ー
二
五
四
)
中

、
河
内

の
山
陽
に
並
居
ま
り
、
共

に

竹
林

の
游
を
為
す
。
世

に
竹
林
七
賢
と
号
す
。

『
晋
書
』

・

『
魏
書
』
に

見
ゆ
。
袁
宏

・
戴
逡

は
伝
を
為
り
、
孫
統
も
又
た
讃
を
為
る
。

と
い

っ
て
い
る
が
、

こ
こ
に
登
場
す
る
袁
宏

・
戴
逡

・
孫
統
は
、
い
ず
れ
も
東

晋
時

代

(三
一
七
-
四
一
九
)
に
生
き
た
人

々
で
あ

る
。

こ
の
ほ
か
、
竹
林
七
賢
と

天
竺
の
七
僧
と
を
比
定
し
た

「
道
賢
論
』
の
作
者

で
あ
る
孫
緯

、
竹
林

の
遊
を

最
も
早
く
伝

え
る
資
料

の

一
つ
で
あ
る

『
魏
氏
春
秋
』
及
び

「
晋
陽
秋
』
を
著

わ
し
た
孤
晩
も
、
と
も

に
東
晋
時
代

の
人

で
あ
る
。
ま
た
、
王
義
之

(三
〇
七
ー

三
六
五
)

の

「
蘭
亭

の
遊
」
に
代
表
さ
れ
る
グ

ル
ー
プ

の
集

い
が
、
竹
林

遊

を
祖
と
し
て
次

々
に
催
さ
れ
た
の
も
東
晋
時
代
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
東
晋
時

代

に
は
竹
林
七
賢
を
対
象
と
す
る
伝

や
讃
が
あ

い
つ
い
で
書
か
れ
、
東
晋
知
識

人
に
と

っ
て
竹

林
七
賢

は
極
め
て
大
き

な
存
在
と
な

っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

な

ぜ
東
晋
時
代

に
な

っ
て
か
く
も
竹
林
七
賢
が
人

々
の
関
心
を
集

め
た
の
か

と

い
う
問
題
は
、
単
に
竹
林
七
賢

の
研
究

の
上
だ
け

で
な
く
、
広
く
六
朝
貴
族

社
会
を
考
え
る
上
で
、
極
め

て
重
要

な
問
題

で
あ
る
。

そ
こ
で
小
論

で
は
、
東
晋
時
代
の
代
表
的
な
知
識
人
で
あ
り
、
同
じ
よ
う
に

竹
林

七
賢

の
伝
記
を
書

い
た
袁
宏
と
戴
蓮
を
と
り
あ
げ
、
袁
宏

の

「
名
士
伝
」

及
び
戴
逡

の

『
竹
林
七
賢
論
』

の
性
格

や
思
想
史
的
意
義
に

つ
い
て
考
え

て
み

よ
う
と
思
う
。

私
が
特

に
こ
の
二
人
の
書
物
を
と
り
あ

げ
た
理
由
は
、

こ
の
二
人
が
最
も
早

く
竹

林
七
賢
を
グ

ル
ー
プ

と
し

て
と
ら
え
て
伝

記
を
書

い
た
人
で
あ
り
、
し
た

が

っ
て
、
こ
の
両
書
は
竹

林
七
賢

の
事
蹟
を
知

る
上

で
貴
重
な
資
料
を
提
供
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

と

こ
ろ
で
、
従
来

の
竹

林
七
賢
研
究
は
、
数
少
な

い
伝
記
資
料
を
継
ぎ
合
わ

せ

て
伝
記
を
構
成
し

て
ゆ
く
よ
う
な

方

法

が

多
く
と
ら
れ
て
い
る
よ
う

で
あ

る
。

こ
う
し
た
方
法
は
確
か
に
必
要

で
あ
り
、

こ
れ
に
よ

っ
て
あ
る
程
度

の
成

果
は
期
待
で
き

る
と
し

て
も
、
そ
れ
以
上

の
深
み
を
望
む

こ
と
は
で
き
な

い
よ

う
な
気
が
す
る
。

一
歩
進
む
た
め
に
は
、
竹

林
七
賢
と
近

い
時
代

に
生
き

た
人

々
が
七
賢
を
ど
の
よ
う

に
考
え
て
い
た

の
か
を
知
ら

ね
ば
な
ら
な

い
。
袁
宏

や

戴
達
が
ど
の
よ
う
な
執
筆
動
機
や
記
述
態
度
を
も

っ
て
七
賢

の
伝
記
を
書

い
た

の
か
を
考
え
ず
、
彼
ら

の
残
し
た
伝
記
資
料
に
絶
対

的
な
信
頼
を
置
い
て
七
賢

の
伝
記
を
組
み
立
て
て
ゆ
く
と

い
う
研
究
態
度
は
、
反
省
し

て
み
る
必
要

が
あ

り
そ
う

で
あ
る
。

私

は
こ
の
よ
う
な
考
え
か
ら
、

こ
れ
ま

で
伝
記
資
料
と
し

て
の
み
扱
わ
れ
て

き
た
袁
宏

『
名
士
伝
』
と
戴
蓬

『竹
林
七
賢
論
』

の
存
在
意
義
を
根
底
か
ら
問

い
な
お
し
、
す

で
に
散
侠
し

て
い
る
た
め

に
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
る

こ
と
が
な
か

っ
た
こ
の
両
書
が
、
ど
の
よ
う
な
意
図
で
書
か
れ
、
ど
の
よ
う
な
構
成
や
内
容

を
も
ち
、
ど

の
よ
う
な
役
割
り
を
果
た
し
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

そ
う
す

「2う



る

こ
と

に
よ

っ
て
、
東
晋
知
識

人
の
竹
林
七
賢
に
対
す
る
見
方
の

一
端
が
明
ら

か
に
な

る
の
で
は
な

い
か
と
思
う
か
ら

で
あ
る
。

二

.

.

袁
宏

(三
二
八
⊥
二
七
六
〉
は
字
を
彦
伯
と
い
い
、
陳
群
扶
楽

(河
南
省
)
の
人

で

あ

る
。
彼

の
祖
先
に
は
、
魏

の
曹

操

の
下
で
活
躍
し
た
袁
換
や
、
西
晋

の
侍
中

を

つ
と
め
た
袁
猷

ら
が
お
り
、
比
較
的
恵
ま

れ
た
家
庭
に
生
ま
れ
た
よ
う

で
あ

る
。
け
れ
ど
も
、
父
の
袁
助
と
は
早
く
死
別
し

た
た
め
、
彼
は
若

い
頃
か
ら
苦

し

い
生
活
を
強

い
ら
れ
た
よ
う

で
、
租
税
を
運
送
す
る
仕
事

を
自
ら
営
ん

で
い

た
と

い
う
。
し
か
し
、
文
才

に
恵
ま
れ
た
彼

は
、
自
作
の

「
詠
史
詩
」
を
誠
詠

し

て
い
る

の
を
偶
然
に
謝
尚

(三
〇
八
⊥
二
五
七
)

と

い
う

当

時

の
大
貴
族
に
聞

か
れ
、
そ
の
才
能
を

認
め
ら
れ

て
尚
の
参
軍
と
な

っ
て
い
る
。
そ
し

て
、

一
世

の
姦
雄
と
し
て
名
高

い
桓
温

(三
一
二
⊥

二
七
三
)

の

幕

下
に
入
り
、
記
室

・
吏

部
郎
な
ど
を
歴
任

し
、
桓
温
と

い
う
い
わ
ば
時

の
権

力
者

の
庇
護
を
受
け
な
が

ら
文
名
を
著

わ
し

て
い

っ
た

の
で
あ
る
。
「
三
国
名
臣
序
賛

」
(
「文
選
」
四
七
)

な
ど
の
文
学

作
品

や
、

『
後
漢
紀
』
三
十
巻
と

い
う
優
れ
た
歴
史
書
が
、
彼
の

代
表

作
と
し
て
今

日
伝
わ

っ
て
い
る
。
の
ち

に
彼
は
東
陽
郡

(漸
江
省
)
の
太
守

と
な
り
、
孝
武
帝

の
太
元
元
年

(三
七
六
)
、
年
四
十
九

で
没
し

て
い
る
。

袁
宏

の
生
き
方
を
振
り
返
る
と
、
若

い
頃

の
不
遇
な
体
験

の
せ

い
か
、
権
力

(こ

者

に
迎
合

す
る
弱

い
性
格
の

一
面

が
見
ら
れ
る
。
ま

た
そ
の
反
面
、
権
力
者
と

は

一
線
を
画

そ
う
と
す
る
気
慨
も
あ

っ
た
よ
う

で
、
桓
温

の
礼
遇
を
受
け
な
が

ら
も
弁
論

に
於

て
は
決
し
て
妥
協

し
な
か

っ
た
と
い
う

。
そ
し

て
、
当
時

の
清

談
界
の
指
導
的

立
場
に
あ

っ
た
謝
安

(三
二
○
⊥

二八
五
)

か
ら
そ
の
応
対

の
す

ば
や
さ
を
高
く
評
価
さ
れ
、
多
く

の
清
談

の
士
と
交
際
を
持

っ
て
い
た
。

一
方

、
戴
逡

(三
三
〇
?

三
九
六
)
は
字
を

安

道
と

い
い
、
竹

林
七
賢

の

一
員

ら

で
あ

る

桔

康

(
二
一=
二
⊥

エ
ハ
ニ
)

と

同

郷

の

誰
国
鍾
県

(安
徴
省
)

の
人

で
あ

る
。
彼
は
若
く
し
て
博
学

で
、
談
論
を
好

み
、
文
章
に
長
じ
、
琴

や
書
画

に
巧

み
で
あ

っ
て
、
あ
ら
ゆ
る

工

芸

に

も
通
じ
て
い
た
と
い
う

。
そ
し

て
、
予
章

(江
西
省
)

の
萢
宣

(二
九
二
⊥
二
四
五
)

に
師
事
し
、
熱

心

に
学
問

に
励
ん

で
い

る
。
.萢
宣
は
、
老
荘
思
想

に
基

い
て
放
達
行
為
を
行
な
う
当
時

の
軽
薄
な
風
潮

(
5
)

を
批
判
し
、
野

に
在

っ
て
儒

学
を
修
め
、
人

々
に
教
え
を
説

い
て
い
た
人

で
あ

る
ゐ
戴
連
は

こ
の
萢
宣

に
す

っ
か
り
傾
倒
し
、
萢
宣
も
戴
蓬

の
熱
意

に
感
じ
て

兄
の
女
を
嫁
に
し
た
。
し
か
し
、
戴
逡
は
や
が

て
師
の
も
ど
を
去

っ
て
会
稽

の

刻
県

(漸
江
省
)
に
移
り
住
み
、
高
操
を
保

っ
て
隠
遁
生
活
を
送
り
、
数
回
に
及

ぷ
厳
し
い
任
官
の
命
令
を
尽
く
腕

・
太
元
二
十

一年

三
九
六
)
に
天
寿
を
全

う
し

て
没
し
て
い
る
。

・

戴
連
の
晩
年

の
活
動
と
し
て

注

目

さ

れ
る
の
は
}

仏
像
を
彫
刻
し
た
り
し

て
、
仏
教
に
強

い
関
心
を
持

っ
た
こ
と

で
あ
る
。
彼
は
、
当
時
慶
山
教
団
を
形

成
し

て
い
た
慧
遠

(三
三
四
ー
四
一
七
)

に
、・
自
己
の
苦
悩
を
綴

っ
た

「
釈
疑
論
」

を
送
り
、
慧

遠
の
弟
子

の
周
続
之
、(一二
七
七
=
四
二
三
一

.と

運

命
に

つ
い
て
論
争

し

て
い
る
。
恐
ら
く
彼
は
、
隠
遁
生
活

に
よ

っ
て
も
満
た
さ
れ
な
い
自

己
の
苦

悩
を
癒
す
た
め

に
、
仏
教
に
救

い
を
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ

て
以
上

の
よ
う
に
、
同
じ
よ
う
に
竹

林
七
賢

の
伝
を
書
い
た
袁
宏
と
戴
逡

で
は
あ
る
が
、
そ

の
生
き
方

は
正
反
対
で
あ

っ
た
。
袁
宏
は
桓

温
や
謝
安
ら

の

庇
護

の
下

で
文
才
を
発
揮
し
♪
戴
逡

の
方
は
終
生
官
位
に
就
か
ず

、
隠
遁
生
活

と
仏
教

へ
の
帰
依

に
よ

っ
て
身
を
全
う
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な

二
人

の

正
反
対

の
生
き
方
と
符
合
す

る
か

の
よ
う
に
、
二
人
の
書
い
た

「名
士
伝
』
と

『
竹
林
七
賢
論
』
も
、
極

め
て
対
称
的
な
書
物

で
あ
る
。

ま
ず

、
袁
宏

の

『名

士
伝
』
か
ら
見
て
ゆ
く
こ
と

に
す
る
。
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三

蓑
宏

『
名
士
伝
』
の
性
格
を
よ
く
伝
え
て
い
る
も

の
に
、
次
の
よ
う
な
資
料

が
あ
る
。

し
め

震
彦
伯
、

『名
士
伝
』
を
作
り
て
成
り
、
謝
公

(安
)

に
見
す
。
公
笑
ひ

つ
ね

い

た

て
日
く
、

「
我
嘗

に
諸
人
と
江
北

の
事
を
道
ふ
は
、
特

だ
狡
狛
を
作
す
の

み
。
彦
伯
遂
に
以

て
書
を
箸
せ
り
」
と

。
(
「世
説
』
文
学
篇
)

こ
れ
に
よ
る
と
、
謝
安
が

い
つ
も
人

々
と
語
で

い
た
西
晋
以
前

の
話
に
基

い
て
書

い
た

の
が
袁
宏

の

『
名
士
伝
』

で
あ

0
、
そ

の
内
容

は

「
狡
狛

(人
を

か
つ
ぐ
冗
談
)
」
に
類

す
る
ほ
ど

の
俗
説
が
合
ま
れ

て
い
た
書

物
で
あ
る

こ
と
が

わ
か
る
。
そ
し

て
、

宏

、
夏
侯
太
初

(玄
)

・
何
平
叔

婁
)
・
王
輔
嗣

(弼
)

を
以

て
正
始
名

士

と
為
し
、
玩
嗣
宗

(籍
)

・
稜
叔
夜

(康
)

・
山
巨
源

(濤
)

・
向
子

期

(秀
)

・
劉
伯
倫

(伶
)

・
玩
仲
容

(威

.王
溶
仲

ハ戎
)を
以

て
竹
林
名

士

と
為
し

、
斐
叔
則

(楷
)

・
楽
彦
輔

(広
)

・
王
夷
甫

(術
)

・
庚
子

嵩

(数
)

・
王
安
期

(承
)

・
玩
千
里

(謄
)

・
衛
叔
賓

(研
)

・
謝
幼

輿

(蜆
)

を
以

て
中
朝
名
士
と
為
す
。

と
劉
孝
標
が
注
を
し

て
い
る
こ
と
か
ら
見

て
、
袁
宏
は
、
夏
侯
玄
ら
を

「
正
始

名

士
」
、
玩
籍
ら
を

「竹
林
名
士
」
、
斐
楷
ら
を

「
中
朝
名
士

」
と
呼
ん
で
い

た
ら
し
い
。
ま
た
、

『
晋
書
』
袁
宏
伝
や

『階
書
』
経
籍
志
な
ど

の
記
述
か
ら

判
断
す
る
と
、
袁
宏

の

『名

士

伝
』
は
、

『
正

始

名
士
伝
』

・

『
竹
林
名
士

伝
』

・

『中
朝
名
士
伝
』
の
上

・
中

・
下

三

巻

に

分
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

(
7
)

る
。

つ
ま
り
、
袁
宏
が
書
い
た
竹
林
七
賢

の
伝
と

は
、
正
確
に
言

え
ば

『
名
士

伝
』
の
中
巻

で
あ
る

『竹

林
名
士
伝
』

の
こ
と

で
あ
る
。

袁
宏
が

『
名
士
伝
』
を
書

い
た
意
図
は
、

こ
の
書
が
出
来
上
が
る
と
す
ぐ
に

謝
安

に
見
せ

に
行

っ
た
彼

の
行
動
か
ら
推

し
て
、

一
つ
に
は
、
謝
安
と

い
う
権

(
8
)

力
者

の
耳
目
を
喜
ば
す
こ
と

に
あ

っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
単
な
る

そ

う

し
た
現
実
的
な
意
味
よ
り
も
、

こ
の
書
物

が
産
ま
れ
る
に
至

っ
た
思
想
史
的

背

景
を
重
視
す

べ
き
で
あ

ろ
う
。

袁
宏

が
分
類
し
た
名

士
の
う
ち
、

「
正
始
名
士
」
と
は
、
魏

の
斉
王
芳

の
年

号
で
あ

る
正
始
年
間

(二
三
九
-
二
四
九
)

に

活

躍
し
た
人

々
で
あ
り
、

「竹

林

名

士
」
と
は
、
正
始
以
後
、
魏
が
滅
ぷ
泰
始

元
年

(二
六
五
〉
ま

で
の

「
魏
晋

の

際

」
と
呼
ば
れ
る
政
権
交
代
期

に
、
河
内

の
山
陽

の
地
で
竹
林

の
遊
を
行
な

っ

て
い
た
と
言
わ
れ
る
人

々
で
あ
る
。
ま
た
、

「
中
朝
名
士
」
と

は
、
西
晋
時
代

(二
六
五
「
三
=
ハ
)

に
、
竹
林
名
士

の
中

で
も

特

に

礼
教

無
視

の
著
し
か

つ
た

へ
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玩
籍
の
行
動
を
祖
述
し
て
徹
底
的

に
礼
教
を
破
壊
し
、
放
将
な
享
楽
主
義
に
耽

っ
た
人

々
で
あ
る
。
四
友

・
八
達

・
八
伯
な
ど
と
自
ら
称
す
る
彼
ら
は
、
恵
帝

の
年
号
で
あ

る
元
康
年
間

(二
九
一i
二
九
九
)
に

活

躍
し
た
た
め
、
そ
の

一
部

は

「
元
康
名
士
」
と
も
呼
ば

れ
て
い
る
。

元
康
名
士

の
目
に
余
る
行
動

に
対
し
て
、
知
識
社
会

の
内
部

か
ら
当
然

の
よ

う
に
批
判

が
起

こ

っ
て
く
る
。

「
崇
譲
論

」
を
著
わ
し

て
謙
譲

の
道
を
説

い
た

劉
建
、

「
九
班

の
制
」
を
案
出
し

て
官
吏

の
規
律
を
正
そ
う
と
し

た
劉
頬
、
た

び
た
び
上
書
し

て
王
戎
ら
の
行
動
を
批
判

し
た
傅
成
、
彼

ら
は
西
晋
時
代
で
も

最
も
早
い
反
清
談
論
者

で
あ

っ
た
が
、
世

間
か
ら
は
逆
に

「俗
吏

」
と
罵
ら
れ

(干
宝

「晋
紀
総
論
」
)
、
老
荘
思
想
全
盛

の
潮
流

に
樟
さ
す

こ
と
は
出
来
な
か

っ

た
。
た
だ
、
何
婁
や
玩
籍
ら
を
慕

っ
て
浮

虚
放
誕
を
行
な
う
宰
相

王
街

へ二
五
六

⊥
三

一
)
ら
を
批
判
し
、
老
荘
思
想

の
空
虚
さ
を
説
く

「
崇
有
論

」
を
著
わ
し

た
斐
顧

(二
六
七
⊥
二
〇
〇
)

だ
け
は
、
あ
く
ま
で
時

流

に
屈
し
な
い
唯

一
の
反

清
談
派

の
論
客

で
あ

っ
た
。

こ
う
し
た
反
清
談
派

の
批
判
は
、
や
が
て
西
晋

が
滅
亡
し
、
中

土
を
夷
狭

の
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揉
躍
に
委

ね
る
と

い
う
未
曽
有

の
大
事
件

に
よ

っ
て
、

一
挙

に
活
発
化
す
る
。

そ
し
て
、
国
家

の
中
核
と
な
る
べ
き
知
識
人
が
放
達
行

為
に
耽
り
、
空
虚
な
清

談
に
明
け
暮

れ
て
政
治
を
顧
み
な
か

っ
た
た
め
に

一
国

の
滅

亡
を
招

い
た

の
だ

と
す
る
、
い
わ
ゆ
る

「
清
談
亡
国
論

」
が
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
。

有
晋

は
中
朝

(西
晋
)

よ
り
始
ま
り
、
江
左

(東
晋
)

に
迄

る
ま

で
、
華
競

を
崇
飾

し
、
虚

玄

を
祖
述
し
、
闊
里

(儒
教
)

の
典
経
を
接
け
、
正
始

の

余
論
を
習

ひ
、
礼
法
を
指

し
て
流
俗
と
為
し
、
縦
誕
を
目
す

る
に
清
高
を

以
て
せ
ざ
る
は
な
く
、
遂
に
憲
章
を
し

て
弛
廃
せ
し
め
、
名
教
を
し

て
積

殿
せ
し
め
、
五
胡
間
に
乗

じ
て
競
逐
し
、
二

京

踵

を

継

い
で
以

て
論
晋

し
、
運
極
ま
り
道
消
ゆ
。
長
歎
息

を
為
す

べ
き
も

の
な
り
。

(
『晋
書
』

儒
林
伝
序
)

こ
れ
は
、
典
型

的
な
清
談
亡
国
論

の
立
場
に
立

っ
て
、
西
晋
末
期

か
ら
東
晋

初
期

の
社
会
情

況
を
描
写
し
た
も

の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
反

清

談

論

者

に

は
、
戴
蓬

の
師
で
あ

る
萢
宣
を
は
じ
め
、
陶

侃

・
応

魯

・
†

壼

・
干

宝

・
葛

洪

・
江
惇
と
い

っ
た
人

々
が
お
り
、
彼

ら

の
多
く

は
元
康
放
達

の
源
を

正
始
や

竹
林

の
放
達
に
求
め
、
何
婁
や
玩
籍
ら
を
も
強
く
批
判
す
る
。
し
か
し
、
西
晋

滅
亡

の
原
因
を
清
談

に
の
み
帰
す
る
彼
ら

の

一
元
論
的
な
清
談
亡
国
論
は
、
ど

へ
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う
し

て
も
感
情
論

に
陥
り

や
す

い
。
そ

こ
で
、
清
談

の
よ
さ
に
惹
か
れ
る
清
談

派

の
人

々
は
、
極
端

な
放
達
は
別
と
し

て
、
清
談

そ
の
も

の
を
否
定
す

る
こ
と

は
無
意
味
だ
と
考

え
、
い
わ
ゆ
る

「名

士
」
の
生

き
方
を
積
極
的
に
肯
定
し
よ

う
と
す
る
。
東
晋
以
後

、
と
か
く
批
判
は
あ
り
な
が
ら
も
清
談
が

一
向

に
衰
え

な

か

っ
た
理
由
が

こ
こ
に
あ

る
。

そ
し

て
、
袁
宏
が

『
名
士
伝
』
を
書

い
た
理

由
も
、
ま
さ
し
く

こ
の
点
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

あ
つ
ま

桓
公

(温
)

洛
に
入
り

、
倫
准

・
酒
を
過
ぎ
、
北
境
を
践
み
、
諸

僚
と
属

み
ぱ
る
か

も
の
み
や
ぐ
ら

り

て
平
乗
楼
に
登
り
、
中
原
を
眺
腸
し
、
慨

然
と
し

て
日
く
、

「
遂
に
神

州
を
し

て
陸
沈
せ
し
め
、
百
年

の
丘
城
と
な
せ
り

。
王
夷
甫

(衙
)

の
諸

人
、
其

の
責
を
任
ぜ
ざ
る
を
得
ず
」
と
。
袁
虎

(宏
)

率
爾
と
し
て
対

へ

て
日
く
、
「
運

に
自
ら
廃
興
有
り
、
豊
に
必
ず
し
も
諸
人

の
過
な
ら
ん
や
」

と
・

(
「世
説
」
軽
誠
篇
)

こ
れ
は
、
西
晋

の
滅
亡
は
王
街
ら

の
責
任
だ
と
す
る
桓
温
と
、
西
晋

の
滅

亡

へ
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は
あ
く
ま
で
も
運
命
だ
と
主
張
す
る
袁
宏
と

の
会
話
で
あ

る
。
ま
た
、

王
右
軍

(義
之
)

、
謝

太

傅

(安
)

と
共
に
冶
城

に
登
る
。
謝
、
悠
然

と

し
て
遠
く
想

ひ
、
高
世
の
志
有
り
。
王
、
謝
に
謂

ひ
て
日
く
、

「
夏
萬
は

勤

王
し
て
、
手
足
腓
豚
し
、
文
王
は
肝
食
し
て
、
日
に
給
す
る

に
暇
あ

ら

ず
。
今

四
郊
塁
多
く
、
宜

し
く
人
人
自
ら
敷
す

べ
し
。
而
る

に
虚
談
も
て

つ
と
め

よ
し

務

を
廃

し
、
浮
文
も

て
要

を
妨

ぐ
。
恐
ら
く
は
当
今

の
宜
と
す
る
所
に
非

じ
」
と
。
謝
答

へ
て
日
く
、

「秦

は
商
鞍

に
任
せ
、
二
世

に
し

て
亡

ぶ
。

貴
に
清
言
患
を
致

さ
ん
や
」
と
。
(
『世
説
』
言
語
篇
)

と

い
う

の
は
、
知
識
人
が
清
談
に
耽
る
こ
と
は
よ
く
な
い
と
す
る
王
義
之
と
、

清
談
は
必
ず
し
も

亡

国

に

結
び

つ
か
な
い
と
主
張
す
る
謝
安
と

の
会
話

で
あ

る
。こ

の
二

つ
の
資
料
を
見
比

べ
れ
ば
、
袁
宏
と
謝
安
が
全
く
同

一
の
清
談
擁
護

論
者

で
あ
る

こ
と
が
理
解

で
き
よ
う
。
そ
し

て
、
謝
安

の
話

を
も
と

に
し

て
袁

宏
が
書

い
た
と
い
う

『
名

士
伝
』
が
、
清
談

に
対
す
る
反
省
と
批
判
が
活
発
で

あ

っ
た
東
晋
時
代

に
産
ま
れ
た
意
義
も
お
の
ず

か
ら
明
確
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

す

な
わ
ち
、

『名

士
伝
』
は
反
清
談
派
に
対
抗
す
る
清
談
派
の
反
論
と
し

て
書

か
れ
た
の
で
あ
る
。
袁
宏

は
魏
晋

の
名

士

を

「
正

始
」

・

「竹

林
」

・

「
中

朝

」
の
三
グ

ル
ー
プ

に
分
類
し
、
彼
ら
の
堂

々
た
る
生
き
方
を
賛

え
る
こ
と

に

よ

っ
て
、
清
談
亡
国
論

の
虚
妄
さ
を
糾
弾
し

よ
う
と
し
た

の
で
あ

ろ
う

。

袁
宏

『
名
士
伝
』
の
意
義
は
、
魏
晋
を
代
表
す
る
知
識
人
を

「
名

士
」
と

い

「5う



う
呼
称
に
よ

っ
て
提
示
し
、
彼
ら

の
生
活
を
克
明
に
伝

え
よ
う
と
し
た
所

に
あ

る
。

王
孝
伯

(恭
)

言
は
く
、

「
名
士
は
必
ず
し
も
奇
才
を
須

ひ
ず
、
但

だ
常

に
無
事
を
得
、
酒
を
痛
飲
し
、

「
離
騒
』
を
熟
読
す

れ
ば
、
便
ち
名

士
と

称
す

べ
し
」
と

。

(
「世
説
」
任
誕
篇
)

と
は
、
王
恭

(

?

⊥

二
九
八
〉
が

当

時

の
知
識

人
を
誠
刺
し
た
発
言
で
あ
る

が
、
袁
宏
は
無
論

こ
う
し
た
否
定
的
な
見
方
を
と

っ
て
い
な

い
。

今

日
伝
わ

る

「
名
士
伝
』
は
、

鋤
山
濤
淳
深
慎
嚥
。
(
「文
選
」
王
仲
宝

「楮
淵
碑
文
」
注
引
)

②

(斐
)
楷
行
己
取
與
、
任
心
而
動
、
殿
巷
錐
至
、
庭
之
婁
然
。

(
「世
説
」

徳
行
篇
注
引
)

③

(王
)
夷
甫
天
形
奇
特

、
明
秀
若
神
。

(同
賞
誉
篇
注
引
)

④

(庚
)
数
頽
然
淵
放

、
莫
有
動
其
聴
者

。
(同
品
藻
篇
注
引
)

⑤

(玩
)
贈
字
千

里
、
夷
任
而
少
嗜
欲
。
不
修
名
行
、
自
得
於
懐

。

(同
賞
誉

篇
注
引
)

な
ど
、

い
ず
れ
も
名

士
の
性
格
や
行
動
を
賛

え
る
言
葉

で
み
ち
て
い
る
。

こ
の

「
名
士
」
と
い
う
呼
称
に

つ
い
て
は
牟
宗
三
氏

の
論
考

に
詳
し

い
の
で

今
は
多
言
を
贅
し
な
い
が
、
氏

の
言
葉

を
借
り
れ
ば
、

「玄

理
を
清
言
」
し
、

「
生
活
が
畷
達
」
な
風
流

の
士
を
指
す

の
で
あ
ろ
強
卵

一
方
、
歴
史
書
と
し
て

の

「名

士
伝
」

の
価
値
は
ど
う
か
と

い
え
ば
、
必
ず

し
も
高

い
と
は
言
え
な

い
よ
う
で
あ

る
。
例
え
ば
、

袁
宏
が

『
名

士
伝
」
は
最
も
後
に
出

て
、
前
史
に
依
ら
ず
。

(
「世
説
」

方
正
篇
注
)

と
劉
孝
標

か
ら

そ
の
謬
り
を
指
摘

さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
非
難
さ
れ
る

べ
き
点

も
多

い
。

玩
成
字

は
仲
容
、
籍

の
兄

の
子
な
り
。
籍
と
倶
に
竹
林

の
遊
を
為
し
、
官

は
始
平
太
守

に
止
ま
る
。

(
「文
選
」
顔
延
年

「五
君
詠
」
注
引
)

と
、
伝
説
に
過
ぎ
な

い
竹
林

の
遊
を
実
際

に
行
な
わ
れ
た
こ
と
と
し

て
い
る
の

も

そ
の

一
つ
で
あ

る
。

し
か
し
な
が
ら
、
西
晋
末
期

か
ら
東
晋
初
期
に
か
け
て
の
時
代
は
、
知
識

人

が
大
挙
し
て
南
下
し
、
文
化
遺
産

の
多
く
が
失
な
わ
れ

て
い

っ
た
激
動
期

で
あ

(
13
)

る
。
か
か
る
時
代

に
あ

っ
て
、
西
晋
以
前
の

こ
と

に
詳
し

い
謝
安

の
話
を
、
た

と
え
そ
れ
が
伝
説
に
過
ぎ
な

い
も

の
で
あ

つ
て
も
、
漏
ら
さ
ず
に
克
明

に
書
き

留

め
よ
う
と
し
た
所

に
、
清
談
亡
国
論

の
虚
妄
さ
を
突
く
点
と
合

わ
せ
て
、
歴

史
家
と

し
て
の
袁
宏
の
面
目
が
あ
る
よ
う

な
気
が
す
る
。

い
ず
れ

に
し
て
も

、
袁
宏
が
清
談

派
を
代
表
す
る
人
物

で
あ

っ
た
こ
と
は
注

意
す

べ
き

で
あ
る
。四

こ
れ

に
対
し
て
、
戴
蓮

の
方
は
、
袁

宏

と

は

全
く
逆

の
反
清
談
論
者

で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
"彼
は
そ
れ
ま
で
の
反
清
談
論
者
と

は
違

い
、
竹
林
七
賢

を
元
康
放
達

の
祖
と
し

て
批
判
す
る
よ
う
な

こ
と
は
し
て
い
な

い
。

今

日
伝
わ
る

『竹
林
七
賢
論
』
a
中
か
ら
、
戴
蓮

の
竹
林
七
賢

に
対
す
る
見

方
が
表
わ
れ
て
い
る
例
を

い
く

つ
か
挙
げ

て
み
よ
う
。

そ
し

か
ろ

さ
か
ら

①
稜
康

が
湯
武
を
非
り
周
孔
を
薄
ん
ず
る
は
、
世

に
迩

ふ
所
以
な
り
。

(
「文
選
」
顔
延
年

「
五
君
詠
」
注
引
)

こ
れ
は
、
稽
康
が

「
与
山
巨

源
絶
交
書
」

の
中
で
湯
武

周
孔
と

い

っ
た
儒
家

の
聖
人
を
批
判

し
た
真
意
を
説
明
す

る
も

の
で
あ
る
。
樒
康

の
大
胆
な
聖
人
批

判
は
、
刑
死
の

一
因
と
な

っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
る
ほ
ど
、
当
時

の
人

々
に
強

い

衝
撃
を
与
え
た
よ
う

で
あ
る
。
し
か
し
、
戴
連
に
よ
れ
ば

、
そ
れ
は

「世

に
迩

一
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ふ
所
以
」
、

つ
ま
り

、
言
葉
を
補

っ
て
説
明
す
れ
ば
、
湯
武
周
孔
ら

の
名
を
借

り

て
禅
譲
と
い
う
名

の
政
権
奪
取
が
堂

々
と
行
な
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
欺
隔

に
み
ち
た
世
の
中
に
抵
抗
す
る
た
め

の
発
言
だ
と

い
う

の
で
あ
る
。

②
王
戎
が
危

乱
の
際

に
晦
黙
し
、
憂
禍

を
免

る
る
を
獲
た
る
は
、
既

に
明
且

つ
哲

、
是

に
於

て
在
れ
ば
な
り
。
或

る
ひ
と
日
く
、

「
大
臣
の
用
心
、
豊

に
其
れ
然
ら
ん
や
」
と
。
逡

日

く
、

「
運

に

険
易
有
り
、
時

に
昏
明
有

こ
と
ば

り
。
子
の
言

の
ご
と
く
ん
ば
、
則
ち
蓮
援

・
季
札

の
徒

、
皆

な
責
を
負
ふ

な
り
。
古
よ
り

し
て
観
れ
ば
、
豊
に

一
り
王
戎

の
み
な
ら
ん
や
」
と

。

(
「世
説
」
倹
薗
篇
注
引
)

こ
れ
は
、
王
戎
が
な
ぜ
あ
れ

ほ
ど
ま
で
に
慎
重
な
生
き
方
を
し
た
の
か
を
説

明
す
る
も

の
で
あ

る
。

「
膏
盲

の
疾

(不
治
の
病
)

」

(
「世
説
」
倹
箇
篇
注
引
王
隠

「晋
書
」
)

と
ま
で
言
わ
れ
た
王
戎

の
吝
商
ぷ
り
は
有
名
で
あ
り
、
彼

の
生
き
方

に
対
し
、
当
時

の
人

々
が
少
な
か
ら
ず
反
感
を
抱

い
て
い
た

こ
と
は
想
像

に
難

く
な

い
。
戴
蓬

は
こ
う
し

た
王
戎
批
判
に
反
論
し
、
王
戎

の
吝
簡
は
乱
世
を
生

き
る
た
め
の
稻
晦

の
手
段

で
あ

っ
た
と
言

い
、
王
戎

に
同
情

的
な
評
価
を
下
し

て

い
る
の
で
あ

る
。
確
か

に
、
魯

褒

の

「
銭
神
論
」

に
象
徴
さ
れ
る
金
銭
万
能

の
当
時

の
世
相
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
戴
逡

の
王
戎
擁
護
論
は
け
だ
し
卓
見
で

あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま

い
。

③
山
濤

の
玩
域
を
挙
ぐ
る
は
、
固

よ
り
上

の
用
ふ
る
能

は
ざ
る
を
知
る
も
、

蓋

し
畷
世

の
簡

の
、
其

の

意

を

識

ら
る
る

こ
と
莫
き
を
惜
し
む
が
故

の

み
。
夫

れ
威

の
犯
す
所

の
方
外

の
意
を
、
其

の
清
真

寡
欲
と
称

ふ
れ
ば
、

則
ち
述
外

の
意
自
ら
見
は
る
と
以
ふ
の
み
。
(
「世
説
」
賞
誉
篇
注
引
)

こ
れ
は
、
山
濤
が
玩
成
を
吏
部
郎

に
推
挙
し
た
理
由

を
説
明
す
る
も

の
で
あ

る
。
玩
威
は
竹
林
七
賢

の
中
に
あ

っ
て
最
も

「
礼
度

に
違
ふ
」

(
「世
説
」

賞
誉
篇
注
引

「晋
陽
秋
』
)
行
為
を
し
た
人
で
あ
り
、
彼

を
推
挙
す

る
こ
と

に
対
す
る

識
者

の
反
発
は
当
然
予
想

さ
れ
る
。
現
に
武
帝

は
許
さ
な
か

つ
た
。
し
か
し
戴

蓮

は
玩
成

の
す
ぐ
れ
た
才
能

が
埋
も
れ
る

の
を
惜
し
ん

で
敢
え

て
彼

を
推
挙
し

た
山
濤

の
心
情
を
汲
み
取
ろ
う
と
し

て
い
る

の
で
あ

る
。

以

上
の

「
竹
林
七
賢
論
』

に
共
通
し

て
い
る
の
は
、
戴
逡
が

一
貫
し
て
竹
林

七
賢

の
側

に
立

っ
て
、
従
来

人
々
か
ら
非
難
さ
れ
て
い
た
七
賢
を
弁
護

し
て
い

る

こ
と
で
あ

る
。

戴
逡

が

『
竹
林
七
賢
論
』
を
書

こ
う
と
し
た
理
由
は

、
ま
ず
第

一
に
、
竹
林

の
遊
を
中
心
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
の
伝
説
が
当
時
行

な
わ
れ

て
い
て
、
そ
れ
ら

が

全
く
根

拠
の
な

い
俗
伝
で
あ

る
こ
と
を
、
彼

は

よ

く

知

っ
て
い
た
か
ら

で
あ

る
。
恐
ら
く

そ
れ
は
、
彼
が
稽
康
と
同
郷

の
誰
国
姪
県

の
出
身
者

で
あ

っ
た
こ

と
と
無
関
係

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
袁
宏

の

『名

士
伝
』

に
も
信
ず
る
に
足
り
な

い
話

や
竹
林

の
遊

の
こ
と
が
既
定

の
事
実
と
し
て
載

せ
ら
れ

て
い
る
が
、
戴
蓮

は
、
私

が
こ
の
論
文

の
は
じ
め
に
引
用
し
た

『竹
林
七
賢
論
』

(
「世
説
」
傷
逝

篇
注
引
)
を
見
れ
ば
わ
か
る
通
り

、
庚
亮

の
言
葉
を

引
い
て
そ
れ
を
強
く
否
定

し

て
い
る
。

「
俗
伝
此

の
ご
と
し
」
と

い
う
戴
逡

の
言
い
方
は
、
彼
が

『竹
林
七

賢
論
」
を
書

い
た
意
図
を
実

に
よ
く
表
わ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
彼

は
、
こ
う

し
た
俗
伝
を

一
切
排
除

し
て
、
竹
林
七
賢

の
真
実

の
み
を
伝
え
よ
う
と

し
た
の

(
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で
あ

る
。
そ
う
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
七
賢

の
誤
解

さ
れ

て
い
る
部
分
を

訂
正

し
、
七
賢

の
行
動
や
発
言

の
真
意
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

ろ
う
。

戴
蓮

が

「
竹
林
七
賢
論
」
を
書

こ
う
と
し
た
第

二
の
理
由
は
、
竹
林
七
賢
が

世
間

で
非
難
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
放
達

の
祖

で
は
な

い
こ
と
を
、
彼

は
い
ち
早

く
認
識

し
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
は
、
次

の
よ
う
な

『竹
林
七
賢
論
』

の
記
述

に
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
。

是

の
時
、
竹
林

の
諸
賢

の
風
高
し
と
雌
も

、
而
も
礼
教
尚

ほ
峻
な
り
。
元

康
中

に
造
び
て
、
遂

に

放

蕩

越
礼

に
至
る
。
楽
広
之
を
識
り

て
日
く
、

「7一



「
名
教

の
中

に
も
自
ら
楽
地
有
り

。
何

ぞ
此
に
至
ら

ん
や
」
と
。
楽
広
の

言
は
旨
有

る
か
な
。
彼
が
玄
心
の
徒

に
非
ず
し
て
、
其

の
縦
恣
を
利
し
と

せ
る
の
み
な
る
を
謂

へ
る
な
り
。

(
「世
説
」
任
誕
篇
注
引
)

こ
れ
は
、
楽
広

(
?

⊥
二
0
四
)

の
言
葉
を
敷

術

す

る
形

で
元
康
名

士
の

放
達
を
厳

し
く
批
判
し
た
も

の
で
あ

る
。
戴
蓬
に
よ
れ
ば

、
元
康
名
士
は

「
玄

心

の
徒

に
非
ず

し
て
、
其

の
縦

恣
を
利
し
と
」
し
、

「
放
蕩
越
礼
」
を
行

な

っ

た
連
中

で
あ
り

、
竹
林
七
賢
と
は
外
見
が
似

て
い
て
も
本
質
は
全
く
違
う
と
い

う

の
で
あ

る
。

誉
貿
吊
よ
・つ
に
元
康
名
士
と
竹

林
七
賢
と
を
峻
別
し
よ
う
と
す
る
戴
逮

の
考
え

方
は
h
彼

の

「
放
達
為
非
道
論

」

(
「晋
書
」
本
伝
)

を
読
め
ば
、

一
層
明
ら
か

に
な
る
で
あ

ろ
う
。

夫
れ
親
没
す
る
も
薬
を
採

り
て
反
ら
ざ
る
は
、
不
仁

の
子
な
り
。
君
危
き

し
ば
し
ば

も
屡
近
関
を
出
つ
る
は
、
筍
免

の
臣
な
り
。
而
る
に
古

の
人
は
未
だ
始
め

よ
り
以

て
彼

の
名
教
を
害

さ
ざ

る
は
何
ぞ
や
。
其

の
旨

に
達
す
る
が
故
な

り
。
其

の
旨

に
達
す
る
が
故

に
、
其

の
述

に
惑
は
ず

。
元
康

の
人
の
ご
と

き
は
、
遁
跡
を
好
み
て
其

の
本
を
求
め
ざ
る
も
の
と
謂

ふ
べ
し
。
故

に
本

す

し
た
が

を
絹

て
て
末

に
御
ふ

の
弊
、
実
を
舎

て
て
声
を
逐
ふ
の
行
有
り
。
是
れ
猶

ほ
西
整
を
美
め

て
其

の
餐

眉
を
学

び
、
有
道

(後
漢
の
郭
泰
を
指
す
)
を
慕

ひ

て
其

の
巾
角
を
折
る
が
ご
と
し
。
慕
を
為
す
所
以
は
、
其

の
美
を
為
す
所

以

に
非
ず

、
徒
ら

に
貌

の
似
た
る
を
貴

ぶ
の
み
。

夫

れ
紫

の
朱
を
乱
す
は
、
其

の

朱

に

似
た
る
を
以

て
な
り
。
故

に
郷
原

(
「論
語
』
陽
貨
篇
)

は
中

和
に
似
た
る
も
、
徳

を
乱
す
所
以
な
り

。
放
は

達

に
似
た
る
も
、
道
を
乱

す
所
以
な
り
。
然
れ
ど
も
、
竹
林

の
放

を
為
す

は
、
疾
有
り

て
餐
を
為
す
も

の
な
り
。
元
康
の
放
を
為
す
は
、
徳
無
く
し

て
巾

を
折

る
も

の
な
り
。
察
す

る
こ
と
無
か
る

べ
け

ん
や
。

戴

逡
に
よ
れ
ば
、
竹
林

七
賢

の
放
達
は
、
止

む
を
得
な

い
事
情

に
よ
る
も

の

で
あ

る
の
に
対
し
、
元
康
名

士
の
そ
れ
は
、
老
荘

の
根
本
精
神

を
忘

れ
、
徒
ら

に
虚
名

を
追

い
求
め
る
だ
け
の

一
種

の
亜
流
行
為

で
あ
り
、
両
者

は
そ
の
出
発

点
か
ら

し
て
全
く
異
質

の
、
似

て
非
な
る
も
の
と

い
う

の
で
あ
る
。

戴
遙

の
こ
う
し
た
考

え
方

は
、
元
康

の
放
達
を
非
難
す
る
点

で
は
、
従
来

の

反
清
談
派

の
流
れ
に
沿

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
竹
林

の
放
達
と
元
康

の
放
達
と

は
似

て
非
な
る
も

の
と
断
定

し
、
竹
林
七
賢

に
高

い
評
価
を
下
し
た
の
は
、
そ

れ
以
前
に
は
見
ら
れ
な
か

っ
た
独
創
的
な
考

え
方

で
あ
る
。

戴
逡

が
竹
林
七
賢
を
高
く

評
価
す
る

の
は
、
竹
林

の
放
達
は
厳
し

い
現
実

の

た
め

に
止
む
を
得
ず
に
行
な

っ
た
も

の
で
あ
る

こ
と
を
知

つ
て
い
た
か
ら

で
あ

る
。
親

の
葬
式
に
も
酒
を
飲

ん
で
礼
教
を
無
視
し
た
と

い
う
院
籍

(こ
一〇
1

二
六
三
)
は
、

い
よ

い
よ

訣

別

の

時
に
臨

ん
で
は
、

一
声

と
共

に
血
を
吐

い
た

(
『世
説
』
任
誕
篇
注
引
郡
粂

『晋
紀
』
)

と
い
い
、
時
に
車
跡

の
窮
ま
る
所
に
行

っ

て
働

実
し
た

(
「世
説
」
棲
逸
篇
注
引

「魏
氏
春
秋
」
)

と

い
う
。
彼

の

「
詠
懐
詩
」

八
十

二
首
は
、
済
世
の
志
を
持
ち
な
が
ら
、
天
下
多
故
に
し
て
名
士

の
生
を
全

う
す

る
者
が
少
な

い
と
い
う
歴
史
的
現
実

の
た
め

に
、
止
む
な
く
世
事

に
志
を

断
ち
、
酎
飲
を
常
と
し

(
「晋
書
」
本
伝
)

、
礼
教
無
視

の
行
動

に
至

っ
た
自
己

の
苦
悩
を
吐
露
し
た
も
の
で
あ

る
。

籍

の
渾
を
抑

へ
る
は
、
蓋
し
未
だ
己
の
達
を
為
す
所
以
を
知
ら
ざ
る
を
以

て
な
り

。

(
「世
説
」
任
誕
篇
注
引
)

と
、
玩
籍
が
子

の
玩
渾
の
放
達
志
願
を
戒
め
た
真
意
を
説
明
す

る

『
竹
沐
七
賢

論
』

の
言
葉
は
、
戴
蓬
が
誰
よ
り
も
先
に
玩
籍

の
苦
悩
を
見
抜

い
て
い
た

こ
と

を
、
実

に
よ
く
示
し
て

い
る
。

院
籍

の
内

に
秘
め
た
世
俗

へ
の
抵
抗
の
姿
勢

や
、
人
生
に
対
す
る

ひ
た
む
き

な
追

求
の
意
欲
は
、
稽
康

に
な
る
と
、
も

っ
と

は

っ
き
り
し
た
形
で
表
わ
さ
れ
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て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
玩
籍
の
行
動
を
模
倣
し
た
元
=康
名

士
に
は
ほ
と
ん

ど
見
ら
れ
な

い
も

の
で
あ

る
。
彼
ら
は
現
実
を
変
革
し
よ
う
と
す
る
意
欲

に
乏

し
く

、
貴
族
趣
味
を
満

足
す
る
手
段
と
し
て
人
目
を
引
く
放
達

行
為
を
行
な

つ

た
と
も
言
え
る
。

戴
逡
は

、
人
生
に
対
し
て
真
剣

に
取
り
組
ん
で
い
た
竹
林
七
賢
の
姿
勢
を
、

そ
し
て
そ
れ
が
元
康
名
士
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
、

い
ち
早
く
感
じ

て

い
た
。
彼
が
竹
林
七
賢
の
生
き
ざ
ま

に
共
感
し
て

『
竹
林
七
賢
論
』
を
書

こ
う

と
し
た
の
は
、
実
を
言
え
ば

、
彼
も
竹
林
七
賢
と
共
通
す
る
歴
史
的
現
実

の
中

で
大

い
に
苦
悩
し

て
い
た
か
ら

で
あ
る
。
彼

が
い
か

に
苦
悩
し
て

い
た
か
は
、

彼

の
伝
記
を
辿

っ
て
ゆ
け
ば

、
そ
し

て
彼
の

「
釈
疑
論
」
を
読
あ
ば

、
す
ぐ

に

明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

か
つ

お
も

弟
子

.
(戴
遙
)

常
て
経
典
を
覧
る

に
、
皆

以

へ
ら
く

、
禍
福

の
来
る
は
、

積
行

に
由
る
と
。
是
を
以

て
少
き
よ
り
束
修

し
、
白
首

に
至
る
ま
で
、
行

こ
と
ば

O
O
O
O
O
。

は
知

る
所

に
負
か
ず
、
言

は
物
類
を
傷

つ
け
ず

。
而
る

に

一
生
顛
楚

に
し

つ
ぶ
さ

て
、
奈
毒
備

に
経
ぬ
。
景
を
顧
み

て
塊
然
と
し

、
尽
く
さ
ず
し
て
唯

だ
已

む

の
み
。

夫
れ
冥
理
は
推
し
難
く
、
近
情
は
纒
り
易
し
。
中
宵
幽
念
す
る
こ
と
に
、

悲
慨
懐

に
盈

つ
。
始
め
て
知

る
、
脩
短
窮
達
、
自
ら
定
分
有
り
、
積
善
積

悪

の
談

は
、
蓋
し
是
れ
勧
教

の
言

の
み
な
る
を
。

(与
遠
法
師
書
」
)

こ
れ
は

「釈
疑
論
」
と
と
も
に
慧
遠

に
送

っ
た
手

紙
の
ほ
ぽ
全
文

で
あ

る
。

こ
こ
で
戴
達

は
、
欺
哺

に
み
ち
た
現
実

の
中

で
自
分

が
い
か

に
苦
し

い
人
生
を

歩
ん
で
き
た
か
を

切
々
と
語

っ
て
い
る
。
彼
を
取
り
巻
く
現
実

の
不
条

理
さ
に

つ
い
て
は
、

「
釈
疑
論
」
を
批
判
す

る
若
き
仏
教
徒

の
周
続
之
に
答
え
た
論
文

に
お

い
て
、
彼

の
理
想
と
す
る
世

の
中
を
示
し
た
後

で
、
次

の
よ
う

に
述

べ
て

い
る
。而

る
に
今
は
則
ち
然
ら
ず
。
或
る
も

の
は
悪
深
き
も
諜
無
く

、
或
る
も

の

い
た

は
善
を
積

む
も
禍
蝶
る

。
或
る
も
の
は
仁
義
を
履

む
も
身

を
亡

ぼ
し

、
或

る
も

の
は
騨
虐
を
行
な

ふ
も
福
を
降

す
。
豊

に
司

(
宰
者

)
無
く
し

て
自

ら
分
命
有
る
に
非
ざ
ら
ん
や
。

(
「釈
疑
論
答
周
居
士
難
」
)

こ
の

一
節

に
つ
い
て
、
塚
本
善
隆
氏
は
、

「
い
わ
ば
現
実
社
会

に
お
け
る
栄

枯
浮
沈

の
め
ま
ぐ
る
し
さ
、
生
命

の
危
険

の
甚
し
さ

の
中
を
隠

逸
の
生
活

で
切

り

ぬ
け
よ
う
と
し
て
き
た
彼
自
身

の
体
験

か
ら
出
る
、
時

代
に
対
す
る
憤
り

の

(
15
)

声

で
も
あ
り
、
倫
理
的
教
学

へ
の
不
信
で
も
あ
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、

ま

さ
し
く

そ
の
通
り
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
、
こ

の

よ

う

な
彼

の
憤
り
と
不
信

は
、
次

の
よ
う
な
稀

に
み
る

ほ
ど

の
徹
底

し
た
運
命
決
定
論

へ
と
帰
結
す
る
O

人

の
生
ま
る
る
や
、
性
分
夙
に
定
ま
り

、
善
者
は
自

ら
善
な
り

。
先

に
其

の
生
有
り
て
、
而
る
後

に
善
を
行
な
ひ
、
以

て
善

に

致

る
に
非
ざ
る
な

り

。
悪
者

は
自
ら
悪
な
り
。
本
分
悪
無
く
、
長
じ
て
悪
を
行
な

ひ
、
以
て

悪

を
得
る
に
非

ざ
る
な
り
。
故
に
知

る
、
窮
達
善
悪
、
愚
知
寿
天
、
分
命

に
非
ざ
る
は
無
し
。
分
命
冥
初
よ
り
玄
定
し
、
行
跡
豊
に
能
く
其

の
自
然

を
易

へ
ん
や
。

(同
前
)

こ
れ
は
、
戴
蓬
が
現
実

に
対
し

て
い
か
に
不
信
と
憤
り
と
を
抱

い
て
い
た
か

を
如
実

に
物
語
る
も

の
で
あ
る
。

「積
善

の
家

に
は
必
ず
余
慶
有
り
」
と

い
う

経
典

の
言
葉
や
、
禍
福
は
悪
と
善

の
行
為

に
応
ず
る
と

い
う
仏
教

の
報
応
説
が

説
得
力
を
全
く
持
ち
得
な

い
現
実
。
善
を
行
な

っ
て
も
貧
し
く

、
悪
を
行
な

っ

て
も
富
む
と

い

っ
た
不
条

理
な
現
実
。
そ
し

て
、
彼
を
取
り
巻
く

こ
の
よ
う
な

現
実

こ
そ
は
、
彼

の
竹
林
七
賢
が
苦
悩
し
た
現
実
と
全
く

同

一
の
も

の
だ

っ
た

の
で
あ
る
。

「
正
し

い
養
生
法

の
実
践

に
よ
れ
ば
千
年

の
寿
命
も
可
能
だ
」

(
「養
生
論
」
)
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と
言

い
な
が
ら
、
わ
ず

か
四
十
歳
で
殺
さ
れ
て
し
ま

っ
た
同
郷
の
先
輩
柚
康
。

「
大
酒
を
飲
ん
で
礼
法

の
士
か
ら
艦
仇
の
よ
う

に
憎
ま
れ
な
が
ら
も

、
人

の
過

を
論
じ
な

い
慎
重
さ
と
大
将
軍
司
馬
昭
の
庇
護
だ
け

で
よ
う
や
く
無
事
を
保

っ

て
い
る
」

(桔
康

「与
山
巨
源
絶
交
書
」
)

と
い
わ
れ
た
玩
籍
。
彼
ら

は
ま
さ

に
、

「
胸
中
は
湯
火
を
懐

き
、
…
…
終
身
薄
泳
を
履

む
」

(玩
籍

「詠
懐
詩
」
基
二
士
二
)

が
ご
と
き
、
苦
渋
に
み
ち
た

一
生
を
送

っ
て
い
る
。

戴
蓮
が
竹
林
七
賢
を
賛
美
す
る
の
は
、
単
な
る
憧
憬
と
か
懐
古
趣
味
と
か

い

う
範
疇
を
越

え
て
、
彼
自
身

の
存
在
と
深
く
関
わ
る
問
題
が
あ

っ
た
か
ら
に
他

な
ら
な

い
。
自
己

の
苦
悩
を
七
賢
の
も

の
と
し

て
と
ら
え
、
七
賢

の
苦
悩
を
自

己

の
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
緊
密
な
連
帯

意
識

の
中
か
ら
産
ま
れ
た
の
が
、
戴

逡

の

「竹

林
七
賢
論
」
と

い
う
書
物
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

「
魏
晋
の
礼
教
破
壊
者
は
実
ぱ
礼
教
を
信
ず
る

こ
と
深

い
あ
ま
り

に
、
偏
屈

な
ま
で
に
な

っ
た
の
だ
」

(
「魏
晋
風
度
及
文
章
与
酒
及
薬
的
関
係
」
)

と

い

っ
て
玩

籍
ら
の
行
動

に
深

い
理
解
を
示
し
た
魯

迅
の
言
葉
も
、
ま
さ
し
く
戴
蓬
と
同
じ

よ
う
な
意
識

か
ら
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。

こ
こ
に
、
最
も
早
く
竹

林
七

賢
を
正
し
く

評
価
し
た
戴
蓬

の
、
六
朝

思
想
史
上

に
お
け
る
特
筆
大
書
す

べ
き

点
が
あ
る
と
私

は
考
え
る
。

五

さ
て
以
上

、
袁
宏

『
名
士
伝
」
と
戴
逡

『
竹
林
七
賢
論
」

の
性
格
や
思
想

史

的
意
義

に

つ
い
て
考
え

て
き
た
が
、
こ
れ
を
要
す
る
に
、袁
宏
と
戴
逡
は

い
ず

れ

も
同
じ
よ
う

に
竹
林
七
賢
の
伝
を
書
き
な
が
ら
、
実

は
両
者
は
正
反
対

の
性
格

と
思
想
史
的

意
義
を
持

っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
袁
宏

の

「名

士
伝
」

は
、
西
晋
以
来

の
竹
林
七
賢
伝
説
を
集
大
成
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
し
、
戴

逡

の

「竹
林
七
賢
論
』

の
方
は
、
そ
れ
ら

の
中
に
含
ま

れ
る
俗
説

の
誤
り
を

訂

正
す
る
た
め
に
書

か
れ

た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
前
者

は
反
清
談
派
に

対
抗
す
る
清
談
派
の
立
場
か
ら
書
か
れ
た
も

の
で
あ
り
、
後
者
は
反
清
談
派
の

立
場

に
立
ち
な
が
ら

、
従
来

の
反
清
談
派

の
考
え
方
を
い
わ
ば
止
揚
す
る
形
で

書

か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
更
に
言
え
ば

、
前
者
は
、
歴
史
家
的
な
視
点
か
ら
、

「
正
始
」

・

「
竹
林
」

・

「
中
朝

」
と

い
う
魏
晋

の
名

士
の

一
グ

ル
ー
プ
と
し

て
竹
林
七
賢
を
見

て
い
る

の
に
対

し
て
、
後
者
は
、
思
想
家
的
な
視
点
か
ら

、

「
正
始
」
や

「
中
朝
」
と
は
異
質

の
、
ひ
た
む
き
に
人
生
と
決
し
た
グ

ル
ー
プ

と
し

て
竹
林
七
賢
を
見
な
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上

の
考
察

か
ら
結
論
づ
け
る
と
す
れ
ば
、
西
晋
の
滅
亡
を
契
機
と
し
て
活

発
化
し
た
東

晋
以
後

の
清
談
派
と
反
清
談
派
と

の
対

立
の
中

か
ら
、
竹

林
七
賢

の
存
在
が
大

き
く

ク

ロ
ー
ズ

・
ア

ッ
プ
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と

い
う
こ
と

で

あ
る
。
竹
林
七
賢

の
伝
や
讃

が
書

か
れ
、
完
全
な
グ

ル
ー
プ
と
し

て
把
握

さ
れ

る
よ
う
に
な
る
の
は
、
そ
し
て
、
七
賢

に
対
す
る
正
し

い
理
解
が
示
さ
れ
る
の

は
、
東

晋
時
代

に
な

っ
て
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
意
味

で
、
竹
林
七
賢
と
は
ま

さ

し
く
東

晋
時
代

の
所
産
で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。

思
う
に
、
竹
林

の
遊
が
本
当

に
行
な
わ
れ
た
か
ど
う

か
を
詮
索

す
る
こ
と
も

決
し
て
無
意
味
だ
と
は
思
わ
な
い
が
、
そ
れ
よ
り
も
、
竹
林
七
賢
の
生
き
方

や

思
想
が
東
晋
知
識
人

の
中
に
深
く
浸
透
し
て
い

っ
た
事
実

の
方
に

こ
そ
、
我

々

は
よ
り
大
き
な
関
心
を
持

つ
べ
き

で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
袁
宏
や
戴
蓬

の
み
な

ら
ず
、
竹
林
七
賢
が
東
晋
知
識
人

の
幅
広
い
共
感
を
呼
ん
だ
理
由

は
、
こ
の
時

代
が
険
悪

で
欺
隔

に
み
ち
た
乱
世
だ

っ
た
か
ら
だ
と
私
は
考
え
る
。
権
力
者

に

守
ら
れ
て
生
き
た
袁
宏
と
、
隠
遁
生
活

に
よ

っ
て
身
を
全
う
し
た
戴
蓮
。

こ
の

両
極
端

の
二
人

の
生
き
方

は
、
東
晋
時
代

の
み
な
ら
ず
、
乱
世
を
生
き
る
中
国

人
の
最
も
典
型
的
な
処
世
術

で
あ
る
。
彼
ら

は

「
顕
」
と

「隠

」
と

い
う
正
反

対
の
生

き
方
を
し
た
二
人
で
あ
る
が
、
と
も

に
乱
世
を
精

一
杯

に
生
き
抜

こ
う
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と
し
た

こ
と
に
は
変
わ
り
な

い
。

こ
の
よ
う

な
東
晋
知
識

人
に
共
感

を
与
え
た

竹
林
七
賢

こ
そ
は
、
逆

に
言
え
ば
、
乱
世
を
何
よ
り
も
精

一
杯

に
生
き
抜

こ
う

と
し
た
中
国
人

の
典
型
と
し
て
、
理
想
化
さ
れ
、
伝
説
化

さ
れ
て
い

っ
た
人

々

で
あ

る
と
言
え
よ
う
。

こ
こ
に
、

一
見
平
和

で
あ

っ
て
も
絶
え
ず
身

の
危
険

に
怯
え

て
い
た
六
朝
貴

族
社
会
の
知
識

人
た
ち
が
、
竹
林
七
賢

の
生
活
と
思
想

に
強

い
共
感
を
示
し
た

理
由
が
あ

っ
た

の
で
あ
る
。

注

何
啓
民
氏

「竹
林
七
賢
研
究
」

(台
湾
商
務
印
書
館
、

一
九
六
六
)

福
井
文
雅
氏

「竹
林
七
賢
に
つ
い
て
の

「試
論
」

(
「
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
」
三
七
)

,

松
本
幸
男
氏

「
羅

の
伝
記
=
竹
林
の
清
遊
に
対
す
る
疑
問
i
」

(
豆

命
館
文
学
」
三

四
三
〉

.

戴
明
揚
氏

「樒
康
集
校
注
」
(三
五
八
頁
)
は
、
減
栄
緒

「晋
書
」
(
「職
官
分
紀
」
巻
六

引
〉
が
、
王
戎
が
竹
林
の
遊
を
回
想
す
る
話
を
、
全
く
同
じ
形
で
向
秀
の
話
と
し
て
伝

え

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、

「竹
林
七
賢
論
」
の
俗
伝
批
判
な
ど
に
基
き
、
竹
林
の
遊
を
回

想
し
た
の
は
向
秀
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
疑
問
で
あ

る
。
確
か

に
、
向
秀
の

「思
旧
賦
」
で
も
過
去
を
懐
か
し
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は
稜
康

・
匙
艶
と
の

交
遊
で
あ
っ
て
、
竹
林
の
遊
の
こ
と
で
は
な
い
。
竹
林
の
遊
を
回
想
す
る
話
が
、

一方
で

は
王
戎
の
話
と
し
て
、
一
方
で
は
向
秀
の
話
と
し
て
伝
牡
っ
て
い
る
こ
と
は
、
や
は
り
、

竹
林
の
遊
が
俗
伝
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
示
す
有
力
な
証
拠
と
見
を

と
が
で
書

。

竹
林
の
遊
の
話
は
、

「魏
志
」
王
秦
伝
注
に
引
く

「魏
氏
春
秋
」
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
も

の
が
最
も
早
い
で
あ
喝
う
。こ
の
ほ
か
、
「世
説
」
任
誕
篇
及
び
排
調
篇
に
も
載
せ
ら
れ
て

・

い
る
が
、劉
孝
標
は
そ
れ
ぞ
れ

「晋
腸
秋
」
ど

「窺
氏
春
秋
」
を
注
に
引
い
て
い
る
か
ら
、

劉
義
慶
は
孫
盛
の
歴
史
書
に
材
料
を
得
た
と
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
、
袁
宏
が
吏
部
郎
に
な
っ
た
の
を
聞
髭

王
献
之

(三
四
四
-
三
八
六
)
は
、
早

速
袁
宏
を
非
難
す
る
手
紙
を
都
超

(三
三
六
ー
三
七
七
)
に
送
っ
て
い
る

(
「世
説
」
品

藻
篇
)
。
ま
た
、
郡
超
は
袁
宏
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
、
戴
逡
や
謝
敷
ら
に
あ
る

「恒
任

の
風
」
が
蓑
宏
に
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
貨

宏

の
発
憤
を
う
な
が
し
て
い
る

(同
排
調

篇
)
。

「恒
任
の
風
」
と
は
、
自
己
の
信
念
に
忠
実
で
あ

っ
て
意
志
の
ぐ
ら
つ
き
が
な
い

こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。

「漢
興
り
、
経
術
を
貴
び
、
石
渠
の
論
に
至
る
は
、
実
に
儒
を
以
て
弊
と
為
せ
ば
な
り
。

正
始
以
来
、
世
老
荘
を
尚
ぴ
、
晋
の
初
に
逮
ん
で
、
競
ひ
て
探
程
を
以
て
高
し
と
為
す
…

…
」

(
「
晋
書
」
萢
宣
伝
)
と
い
う
萢
宣
の
批
判
の
言
葉
が
伝
わ

っ
て
い
る
。

任
官
の
命
令
は
、
少
く
と
も
四
回
あ
っ
た
。
第

一
回
目
は
、
会
稽
移
住
前
の
こ
と
で
、
琴

の
巧
み
さ
を
聞
い
た
太
宰

・武
陵
王
の
司
馬
晴

の
使
い
に
対
し
、

「戴
安
道
は
王
門
の
伶

人
と
為
ら
ず
」
と
言
つ
て
、
琴
を
破

っ
て
激
怒
し
た
と
い
う
。
第
二
回
目
は
、
会
稽
隠
棲

中
の
太
元
十
二
年

(三
八
七
)
、
第
三
回
目
は
、
太
元
十
五
年

(三
九
〇
〉
、
第
四
回
目

は
、
太
元
十
六
年

(三
九

一)
の
こ
と
で
あ
る
。
特
に
第
二
回
目
の
時
に
は
、
郡
守

・
県

令
の
強
請
に
堪
え
か
ね
て
、
呉
に
逃
れ
、
王
殉
の
別
館
に
数
十
日
間
も
隠
れ
住
ん
で
い
た

と
い
う
。

「晋
書
」
袁
宏
伝
は
、

「
「竹
林
名
士
伝
」
三
巻
を
撰
す
」
、
「階
書
」
経
籍
志
は

「
「正

始
名
士
伝
」
三
巻
」
と
そ
れ
ぞ
れ
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
呉
士
鑑
や
黄
蓬
元
の

「補

晋
書
芸
文
志
」
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、

「偏
挙
」
で
あ
る
。
ま
た
、

「中
朝
名
士
伝
」
と

い
う
呼
称
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
宋
の
劉
義

慶

に
、

「名
士
伝
」
の
続
篇
と
思
わ
れ
る

「江
左
名
士
伝
」

一
巻
が
あ
る
の
で
、
そ
の
存
在
は
確
実
で
あ
る
。
な
お
、

「名
士
伝
」

も

「竹
林
七
賢
論
」
も
、
す
で
に
散

供

し
て
い
る
が
、

「御
覧
」
な
ど
の
類
書
や

「世

説
」
な
ど
の
注
に
保
存
さ
れ
て
い
る
も
の
を
集
め
て
み
る
と
、

「正
始
名
士
伝
」
三
条

・

「竹
林
名
士
伝
」
十
五
条

・
『う甲
朝
名
士
伝
」
十
二
条
、
そ
し
て
、

「竹
林
七
賢
論
」
三

十
九
条
が
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
、

「竹
林
七
賢
論
」
の
三
十
九
条
に
は
、
不
明
な
も
の

が
い
く
つ
か
含
ま
れ
て
い
る
。

「世
説
」
賞
誉
篇
に
も
、

「袁

宏

「名

士
伝
」
を
作
り
、
直
ち
に
王
参
軍

(承
)
に
云

ふ
」
と
い
う
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
王
承
は
、
西
晋
初
期
に
か
け
て
活
躍
し
、
中

興
名
臣
の
第

一
に
数
え
ら
れ
る
人
で
あ
る
が
、
袁
宏
は

「中
朝
名
士
伝
」
に
こ
の
人
の
伝

を
載
せ
て
そ
の
行
動
を
賛
え
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
出
来
上
が
る
と
即
座
に
告
げ
た
と
い

う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
み
て
も
剤
間
的
な
態
度
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
い
。

中
朝
名
士
が
祖
述
し
た
の
は
玩
籍
そ
の
人
の
行
動
で
あ
っ
て
、
七
賢
す
べ
て
で
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
王
隠

「
晋
書
」
の

「魏
末
、
院
籍
嗜
酒
荒
放
し
、
…
其
の
後
、
貴
遊
の
子

弟
、
…
皆
籍
を
祖
述
し
…
」

(
「世
説
」
徳
行
篇
注
引
)
と
い
う
記
述
や
、
劉
現

「答
慮

謀
書
」

・
干
宝

「晋
紀
総
論
」

・
葛
洪

「抱
朴
子
」
刺
驕
篇
な
ど
の
初
期
の
反
清
談
派
の

論
が
、
い
ず
れ
も
玩
籍
を
批
判
の
対
象
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
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い
て
は
、
福
井
氏
前
掲
書
九
七
=
九
八
頁
を
参
照
。

清
談
亡
国
論
に
つ
い
て
は
、
周
紹
賢
氏

「魏
晋
清
談
述
論
』

(台
湾
商
務
印
書
館
、

一
九

七
二
)
の
第
四
章

「魏
晋
之
亡
与
清
談
何
関
」
を
参
照
。

こ
の
記
事
の
後
半
は
、
桓
温
が
後
漢
の
劉
表
の
例
を
出
し
て
袁
宏
に
反
論
し
、
た
め
に
、

「四
坐
既
に
骸
き
、
袁
も
亦
た
色
を
失
せ
り
」
と
い
う
記
述

で
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
清
談
派
と
反
清
談
派
と
の
論
争
の
激
烈
さ
を
知
る
格
好
の
資
料
で
あ
る
。

「才
性
與
玄
理
」

(番
港
人
生
出
版
社
、

一九
六
三
)
第
三
章
、
魏
晋
名
士
及
其
玄
学
名

理
、
第

一
節
、

「名
士
」

一
格
之
出
現

(六
九
頁
)
。

「世
説
」
品
藻
篇
の
、
謝
玄
ら
が
竹
林
の
七
賢
の
優
劣
を
た
ず
ね
た
話
や
、

『世
説
」
賞

誉
篇
の
、
著
作
郎
と
な

っ
た
謝
朗
が
王
湛
の
伝
を
書
こ
う
と
し
て
謝
安
に
た
ず
ね
た
話
な

ど
は
、
謝
安
が
西
晋
以
前
の
こ
と
に
詳
し
く
、
人
々
に
よ
く
話
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

「世
説
』
任
誕
篇
注
に
、

「籍
、
伶
と
歩
兵
の
厨
中
に
飲
み
、
並
び
に
酔
ひ
て
死
せ
り
」

と
い
う

「竹
林
七
賢
論
」
が
引
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
劉
孝
標
が

「此
れ
好
事
者
之
の

言
を
為
せ
り
。
籍
は
景
元

(二
六
〇
1
二
六
四
)
中
に
卒
す
。
而
る
に
劉
伶
は
太
始

(二

六
五
ー
二
七
四
)
中
に
猶
ほ
在
り
」
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
戴
蓮
の
明
ら
か
な
誤
り

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
俗
伝
を

一
切
排
除

し
よ
う
と
し
た

戴
蓮

で
さ
え
も
、
劉
孝
標
か
ら

「好
事
者
」
と
目
さ
れ
る
よ
う
な
俗
伝
を
自
己
の
書
物
を
取
り
入
れ
て
し
ま
つ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
無
論
、
戴
逡
の
責
任
で
あ
る
が
、
逆
に
考
え
れ
ば
、
竹
林
七
賢
伝

説
が
当
時
い
か
に
流
行
し
、
い
か
に
俗
伝
誤
説
が
多
か
つ
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

「中
国
初
期
仏
教
史
上
に
お
け
る
慧
遠
」

(木
村
英

一篇

「慧
遠
研
究
=
研
究
篇
』
)
六

二
頁
。
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