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一

六
朝
時
代
、と
り
わ
け
斉
梁
代
に
お
い
て
、詠
物
や
賦
得
、或

い
は
聯
句
、
ま
た
或
い
は
楽
府
の
競
作
と
い
っ
た
ど
ち
ら
か
と

言
え
ば
、
遊
戯
的
な
創
作
に
お
い
て
、
五
言
の
一
首
が
四
句
か

ら
な
る
短
い
詩
型
が
流
行
し
た
の
は
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
試
み
に
『
玉
台
新
詠
』
を
繙
け
ば
、
そ
の
巻
十
に
は
そ

う
し
た
言
わ
ば
五
言
絶
句
体
と
で
も
呼
び
得
る
よ
う
な
一
首
四

句
か
ら
な
る
五
言
詩
が
ま
と
ま
っ
て
収
録
さ
れ
て
お
り
、
古
い

時
代
か
ら
当
代
に
至
る
ま
で
の
所
謂
宮
体
風
の
う
た
を
採
録
す

る
本
集
の
性
質
上
、
漢
代
の
頃
に
う
た
わ
れ
た
と
思
し
き
も
の

や
、
孫
綽
、
謝
霊
運
と
い
っ
た
東
晋
、
劉
宋
の
頃
の
詩
人
の
作

品
、
更
に
は
東
晋
以
降
、
江
南
貴
族
の
間
で
流
行
し
、
ま
た
そ

れ
が
詩
人
た
ち
に
よ
る
絶
句
体
詩
創
作
の
広
ま
り
に
大
き
な
影

響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
呉
歌
西
曲
の
南
朝
民
歌
な
ど
も
含
み
つ

つ
も
一
、
大
半
は
斉
梁
期
の
文
人
の
手
に
な
る
作
品
が
占
め
て

お
り
、
こ
の
こ
と
は
『
玉
台
新
詠
』
編
纂
当
時
に
お
い
て
絶
句

体
詩
が
盛
ん
に
う
た
わ
れ
、
ま
た
そ
れ
ら
を
同
じ
詩
の
中
で
も

他
と
は
区
別
し
た
一
つ
の
詩
型
と
し
て
見
な
す
よ
う
な
認
識
が

共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
自
ず
と
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
う

し
た
詩
型
の
う
た
が
、
同
じ
時
代
に
あ
り
な
が
ら
よ
り
伝
統
を

重
視
し
て
編
纂
さ
れ
た
詩
文
総
集
『
文
選
』
に
は
一
首
も
採
録

一 
羅
根
沢
「
絶
句
三
源
」（『
羅
根
沢
古
典
文
学
論
文
集
』、
上
海
古
籍
出

版
社
、
一
九
八
五
年
。
原
裁
『
中
国
古
典
文
学
論
集
』
一
九
五
四
年
）、

向
島
成
美
「
五
絶
と
七
絶
」（『
国
語
教
室
』
第
七
三
号
、
二
〇
〇
一
年

五
月
）
な
ど
。
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さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
併
せ
て
考
え
る
と
、
こ
の
詩
型
が
、『
詩

経
』
以
来
の
詩
の
伝
統
を
継
ぐ
も
の
と
い
う
よ
り
は
、当
時
流
行

し
て
い
た
婦
女
の
姿
態
、
男
女
の
愛
情
、
な
い
し
そ
れ
を
連
想
さ

せ
る
身
の
回
り
の
器
物
な
ど
を
軽
く
艶
や
か
に
う
た
い
あ
げ
る

宮
体
や
詠
物
な
ど
と
よ
り
親
和
性
の
強
い
新
興
の
表
現
様
式
と

し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
も
示
唆
し
て
い
る
。

更
に
詳
し
く
南
北
朝
期
に
お
け
る
五
言
絶
句
体
詩
の
創
作
概

況
を
現
存
す
る
作
品
の
数
か
ら
朝
代
別
に
見
る
と
二
、
劉
宋
で

は
全
九
十
二
首
が
伝
わ
り
、
う
ち
徒
詩
が
五
十
三
首
、
楽
府
が

三
十
九
首
で
あ
り
、
南
斉
で
は
全
七
十
八
首
、
う
ち
徒
詩
が
三

十
四
首
、
楽
府
が
四
十
四
首
、
続
く
梁
代
に
な
る
と
全
四
百
十

八
首
、
う
ち
徒
詩
が
三
百
二
十
首
、
楽
府
が
九
十
八
首
で
あ
り
、

陳
代
に
は
全
五
十
四
首
で
、そ
の
内
訳
は
徒
詩
が
三
十
六
首
、楽

府
が
十
八
首
と
な
っ
て
い
る
。
実
数
を
見
る
と
、
南
斉
の
文
人

に
よ
っ
て
う
た
わ
れ
た
作
品
が
さ
ほ
ど
多
く
な
い
よ
う
に
も
見

受
け
ら
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
の
王
朝
の
存
続
期
間
が
二
十
四
年

間
と
短
い
こ
と
か
ら
、
南
斉
詩
と
し
て
数
え
ら
れ
る
現
存
作
品

の
総
数
も
も
と
よ
り
少
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
や
は
り
南
斉

期
あ
た
り
か
ら
盛
ん
に
う
た
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
言
え
る
。

同
じ
く
陳
代
の
文
人
に
よ
る
作
品
が
相
対
的
に
少
な
い
の
も
ま

ず
は
南
斉
の
場
合
と
同
様
に
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
い
ず
れ
に
し

ろ
、
梁
代
に
お
い
て
実
に
盛
ん
に
う
た
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
梁
代
以
降
、
楽
府
題
で
は
な
い
、
徒

詩
と
し
て
の
創
作
が
一
気
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
も
わ
か
り
、

こ
の
頃
か
ら
文
人
間
に
お
い
て
五
言
絶
句
体
が
、
呉
歌
西
曲
の

南
朝
民
歌
の
流
れ
を
汲
み
つ
つ
も
、
楽
府
と
は
ま
た
別
の
新
興

の
詩
型
と
し
て
定
着
し
、
当
時
の
文
学
的
潮
流
に
お
い
て
積
極

的
に
創
作
す
べ
き
重
要
な
表
現
様
式
の
一
つ
と
見
な
す
意
識
が

確
立
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
も
見
て
取
る
こ
と
が
で

き
る
。
な
お
、北
朝
に
つ
い
て
言
え
ば
、北
魏
は
二
十
二
首
、北

斉
は
十
三
首
、
北
周
は
十
二
首
と
、
あ
ま
り
多
く
残
っ
て
い
な

い
の
は
、
他
の
詩
型
と
同
様
で
あ
る
。

同
じ
時
代
を
文
人
別
に
見
れ
ば
三
、
庾
信
を
除
く
隋
代
以
前

二 

調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
逯
欽
立
輯
校
『
先
秦
漢
魏
晋
南
北
朝
詩
』（
中

華
書
局
、
一
九
八
三
年
）
を
用
い
た
。
こ
こ
に
数
と
し
て
挙
げ
た
も
の

は
い
ず
れ
も
作
家
が
明
ら
か
な
も
の
に
限
り
、
無
名
氏
の
作
は
含
ま
な

い
。
ま
た
、
本
論
に
引
用
す
る
詩
は
、
注
記
の
な
い
限
り
は
い
ず
れ
も

本
書
に
拠
っ
て
い
る
。

三 

調
査
の
方
法
は
注
二
に
同
じ
。
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の
文
人
で
最
も
多
く
作
品
を
残
す
の
は
、『
玉
台
新
詠
』
の
編
纂

を
命
じ
た
梁
の
簡
文
帝
蕭
綱
が
そ
の
人
で
、
六
十
四
首
が
現
存

す
る
。
う
ち
徒
詩
が
五
十
四
首
、
楽
府
が
十
首
で
あ
る
。
そ
れ

に
次
ぐ
の
が
綱
が
父
梁
武
帝
蕭
衍
の
四
十
首
で
、
徒
詩
十
二
首
、

楽
府
二
十
八
首
、
そ
し
て
宋
鮑
照
の
三
十
三
首
、
う
ち
徒
詩
六

首
、
楽
府
二
十
七
首
が
、
そ
し
て
南
斉
王
融
の
三
十
首
、
う
ち

徒
詩
十
五
首
、
楽
府
十
五
首
が
続
く
。
蕭
氏
父
子
の
絶
句
体
詩

に
お
け
る
徒
詩
と
楽
府
の
占
め
る
割
合
が
父
と
子
で
ち
ょ
う
ど

逆
転
し
て
い
る
の
は
面
白
い
。
恐
ら
く
こ
れ
は
同
じ
時
代
を
代

表
す
る
二
人
の
文
人
に
お
け
る
表
現
の
世
代
性
を
示
唆
し
て
い

る
。
な
お
、
蕭
綱
の
現
存
す
る
絶
句
体
詩
は
、
少
な
か
ら
ず
初

唐
期
に
編
纂
さ
れ
た
類
書
を
通
じ
て
い
ま
に
伝
わ
る
も
の
が
含

ま
れ
て
い
る
の
で
、
少
し
割
り
引
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

『
藝
文
類
聚
』、『
初
学
記
』
な
ど
は
韻
文
に
し
ろ
散
文
に
し
ろ
、

必
要
と
す
る
箇
所
だ
け
を
抄
録
す
る
こ
と
が
間
々
あ
る
の
で
、

現
在
四
句
の
詩
と
し
て
伝
わ
る
中
に
も
、
全
体
の
一
部
分
を
切

り
取
ら
れ
た
と
思
し
き
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
南
北
朝
期
の
絶
句
体
詩
創
作
の
背
景
に
お
い

て
、
庾
信
は
実
に
五
十
五
首
の
五
言
絶
句
体
の
う
た
を
残
し
て

い
る
四
。
実
数
だ
け
を
見
て
も
、
先
の
蕭
綱
に
次
ぐ
多
さ
で
あ

り
、
う
ち
に
楽
府
を
一
首
も
含
ま
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
徒
詩
で

は
隋
代
以
前
で
最
も
多
く
の
五
言
絶
句
体
詩
を
残
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
庾
信
は
梁
王
朝
が
瓦
解
し
た
際
に
大
半
の
作
品
が

灰
燼
に
帰
し
な
が
ら
も
、
渡
北
後
に
改
め
て
別
集
を
編
纂
さ
れ

た
経
緯
も
あ
り
五
、
南
斉
期
以
降
の
文
人
の
中
で
は
実
数
と
し

て
相
対
的
に
多
く
の
詩
歌
が
現
代
に
も
伝
わ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
う
で
あ
っ
て
も
現
存
す
る
徒
詩
二
百
三
十
六
首
と
楽
府
二
十

首
の
計
二
百
五
十
六
首
の
詩
の
中
に
あ
っ
て
、
五
言
絶
句
体
詩

の
占
め
る
割
合
は
五
分
の
一
強
に
当
た
る
。
五
十
五
首
は
詩
題

か
ら
明
ら
か
な
も
の
、
う
た
の
内
容
な
ど
か
ら
蓋
然
し
得
る
も

の
を
併
せ
れ
ば
、
北
方
に
渡
っ
た
後
に
う
た
わ
れ
た
と
思
し
き

四 

庾
信
詩
を
調
査
、
引
用
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
清
倪
璠
注
『
庾
子
山

集
注
』（
許
逸
民
校
点
、
中
華
書
局
、
一
九
八
〇
）
を
底
本
と
し
て
用
い

た
。
な
お
該
書
は
、
康
煕
二
十
六
（
一
六
八
七
）
年
に
銭
塘
の
崇
岫
堂

で
開
版
さ
れ
た
原
刻
本
を
底
本
と
し
て
明
の
屠
隆
が
標
点
を
加
え
て
万

暦
年
間
に
刊
刻
し
た
所
謂
屠
本
に
よ
っ
て
校
勘
し
て
い
る
。

五 
滕
王
の
手
に
な
る
序
文
に
庾
信
の
別
集
を
編
纂
し
た
経
緯
が
次
の
よ

う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
昔
在
揚
都
、
有
集
十
四
卷
、
値
太
淸
罹
亂
、

百
不
一
存
。
乁
到
江
陵
、
又
有
三
卷
、
卽
重
遭
軍
火
、
一
字
無
遺
。
今

之
所
撰
、
止
入
魏
巳
來
、
爰
洎
皇
代
、
凡
所
著
述
合
二
十
卷
、
分
成
兩

帙
、
附
之
後
爾
。」
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作
が
多
く
を
占
め
、
加
え
て
そ
の
モ
チ
ー
フ
、
テ
ー
マ
は
多
岐

に
亘
っ
て
お
り
、
従
来
の
遊
戯
性
の
強
い
宮
体
、
詠
物
な
ど
の

限
り
で
は
な
く
、特
に
渡
北
後
の
作
品
の
基
調
と
な
る
所
謂「
郷

関
の
思
」
六
を
詠
じ
た
作
が
少
な
く
な
い
。
こ
う
し
た
事
実
を

承
け
て
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
庾
信
の
絶
句
体
詩
は
、
六
朝

期
以
来
の
絶
句
体
詩
創
作
の
隆
盛
を
経
て
唐
代
に
お
け
る
絶
句

完
成
に
至
る
ま
で
の
過
程
、
言
わ
ば
絶
句
の
成
立
史
に
お
い
て

取
り
上
げ
ら
れ
、
即
ち
そ
の
文
学
史
的
な
意
義
を
指
摘
さ
れ
る

こ
と
は
あ
っ
た
が
、
庾
信
文
学
に
お
け
る
、
或
い
は
庾
信
と
い

う
表
現
者
に
と
っ
て
の
意
義
と
い
う
点
に
お
い
て
注
意
さ
れ
る

こ
と
は
必
ず
し
も
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
た
と
え
ば
、
矢
島
徹

輔
氏
は
、
斉
梁
期
の
南
朝
文
人
た
ち
に
よ
っ
て
う
た
わ
れ
た
絶

句
体
詩
の
多
く
が
「
常
に
『
修
辞
』
を
旨
と
す
る
文
学
性
に
乏

し
い
も
の
で
あ
っ
た
」
の
に
対
し
、
渡
北
後
の
庾
信
の
そ
れ
は

「
己
れ
の
心
情
が
内
包
さ
れ
」
た
も
の
と
し
て
、「
次
の
時
代
―

特
に
近
体
詩
と
し
て
確
立
し
て
い
く
過
程
―
へ
の
先
鞭
を
つ
け

た
」
と
述
べ
る
七
。
或
い
は
矢
嶋
美
都
子
「
庾
信
の
絶
句
型
に

於
け
る
近
体
声
律
に
つ
い
て
」
八
は
そ
れ
を
韻
律
的
側
面
か
ら

検
証
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
い
ず
れ
も
専
ら

庾
信
の
詠
じ
た
五
言
絶
句
体
詩
を
対
象
に
し
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
他
の
文
人
の
絶
句
体
詩
と
の
関
係
、
な
い
し
唐
代
に
お
け

る
近
体
詩
と
し
て
の
絶
句
形
成
に
至
る
ま
で
の
過
程
に
お
い
て

そ
の
特
色
を
見
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
庾
信
自
身
が
五
言

絶
句
体
に
よ
る
表
現
を
必
要
と
し
た
意
味
を
問
う
て
は
い
な
い
。

よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
渡
北
後
の
庾
信
は
、
敗
残
者
と
し

て
故
国
を
滅
亡
に
至
ら
し
め
た
か
つ
て
の
敵
国
に
仕
え
続
け
ね

ば
な
ら
な
い
と
い
う
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、建
康
城
の
陥
落
、使

者
と
し
て
の
失
敗
、
己
が
拘
留
さ
れ
て
い
る
間
の
西
魏
に
よ
る

江
陵
へ
の
侵
攻
と
い
う
、
君
主
、
友
人
、
家
族
ら
を
ひ
っ
く
る

め
た
故
国
の
喪
失
に
至
る
ま
で
の
ひ
と
連
な
り
の
歴
史
事
実
、

自
ら
の
歴
史
的
経
験
が
常
に
創
作
、
表
現
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
り

続
け
た
。「
哀
江
南
賦｣｢

擬
詠
懐
二
十
七
首
」「
擬
連
珠
四
十
四

首
」
と
い
っ
た
所
謂
北
朝
三
部
作
と
称
さ
れ
る
大
部
の
代
表
作

六 

『
周
書
』
巻
四
十
一
本
伝
に
「
信
雖
位
望
通
顯
、
多
鄕
關
之
思
。」
と

あ
る
。
中
華
書
局
、
一
九
七
一
年
。

七 「
庾
信
の
絶
句
体
詩
に
お
け
る
文
学
意
識
の
転
換
」（『
文
学
研
究
』
六

五
号
、
一
九
六
八
年
）。

八 『
亜
細
亜
大
学
教
養
部
紀
要
』
四
三
号
、
一
九
九
一
年
。
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は
も
と
よ
り
、
そ
れ
以
外
の
詩
賦
を
含
め
、
彼
の
現
存
す
る
あ

ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
、
そ
れ
は
渡

北
後
の
庾
信
の
表
現
の
営
み
全
体
を
通
し
て
陰
に
陽
に
現
れ
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
五
十
五
首
の
絶
句
体
詩
も
例
外
で
は
な
い
。

そ
う
し
た
庾
信
が
現
存
す
る
詩
歌
の
五
分
の
一
強
に
も
当
た
る

絶
句
体
詩
を
残
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
何
か
。
そ
の
全
て
で

は
な
い
と
し
て
も
、
失
わ
れ
た
故
国
を
思
い
、
そ
う
し
た
歴
史
、

過
去
に
向
き
合
い
な
が
ら
表
現
者
と
し
て
生
き
る
庾
信
が
な
ぜ

絶
句
体
詩
に
よ
る
表
現
を
必
要
と
し
続
け
た
の
か
。
つ
ま
り
は
、

絶
句
体
詩
に
よ
る
表
現
は
、
庾
信
の
表
現
営
為
に
お
い
て
如
何

な
る
意
義
を
持
ち
得
た
の
か
、
本
稿
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
と
思
う
。

二

本
論
が
底
本
と
す
る
倪
璠
『
庾
子
山
集
注
』
巻
四
に
は
「
和

趙
王
看
伎
」
な
る
五
言
八
句
の
詩
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
ま
た
同
巻
に
は
「
和
趙
王
看
妓
」
な
る
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ

詩
題
の
絶
句
体
詩
が
収
録
さ
れ
て
い
る
九
。「
伎
」
と
「
妓
」
は
、

た
と
え
ば
『
慧
琳
音
義
』
に
「
妓
、
或
い
は
伎
に
作
る
、
伎
藝

な
り
（
妓
、
或
作
伎
、
伎
藝
也
）」
一
〇
と
あ
る
よ
う
に
、
互
い

九 

現
存
す
る
庾
信
の
別
集
の
う
ち
最
も
古
い
正
徳
十
六（
一
五
二
一
）年

刊
刻
の
朱
承
爵
四
巻
本
（
静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
）
で
は
、
八
句
詩
の
詩
題

を
「
奉
和
趙
王
看
伎
」、
絶
句
体
の
詩
題
を
た
だ
「
看
妓
」
に
作
っ
て
い

る
。
屠
本
（
四
部
叢
刊
）
で
は
、
八
句
詩
を
「
和
趙
王
看
妓
」、
絶
句
体

詩
を
「
和
趙
王
看
伎
」
に
作
り
、「
伎
」「
妓
」
の
二
字
が
底
本
と
は
逆

に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
他
の
明
版
で
は
、
薛
応
旂
編
『
庾
開
府
集
』（
六

朝
詩
集
所
収
、
二
巻
本
、
嘉
靖
二
十
二
（
一
五
四
三
）
年
刊
刻
）
は
朱

承
爵
本
と
同
様
に
作
り
、
張
溥
『
庾
開
府
集
』（
漢
魏
六
朝
百
三
名
家
集
、

二
巻
本
、天
啓
年
間
刻
）
で
は
底
本
と
同
様
に
作
っ
て
い
る
。
ま
た
、清

の
呉
兆
宜
本
（
文
淵
閣
四
庫
全
書
）
で
は
い
ず
れ
も
「
和
趙
王
看
妓
」
に

作
っ
て
い
る
。
な
お
、
別
集
以
外
で
は
、
嘉
靖
本
『
古
詩
紀
』（
汲
古
書

院
、二
〇
〇
五
年
）
は
屠
本
と
同
じ
よ
う
に
作
る
。
以
上
の
よ
う
に
、テ

キ
ス
ト
に
よ
っ
て
詩
題
に
若
干
の
異
同
が
あ
る
が
、
詩
の
モ
チ
ー
フ
な

い
し
テ
ー
マ
を
理
解
す
る
上
で
は
大
き
な
問
題
と
は
考
え
な
い
。

一
〇 

徐
時
儀
校
注
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
。

一
一 『
周
書
』
巻
四
十
二
、
中
華
書
局
、
一
九
七
一
年
。

に
通
じ
る
二
字
で
あ
り
、
音
楽
や
舞
踊
な
ど
の
伎
藝
、
或
い
は

そ
れ
を
奏
で
、
ま
た
踊
る
妓
女
を
言
う
。
趙
王
は
、
北
周
武
帝

の
皇
弟
宇
文
招
で
あ
る
。
そ
の
伝
記
に
「
庾
信
体
を
学
び
、
詞

に
軽
艶
多
し
（
學
庾
信
體
、詞
多
輕
豔
）」
一
一

と
称
さ
れ
る
よ
う

に
庾
信
と
そ
の
文
学
を
敬
愛
し
、
庾
信
の
別
集
を
編
纂
し
た
弟

の
滕
王
宇
文
逌
と
と
も
に
渡
北
後
の
庾
信
と
布
衣
の
交
わ
り
が
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あ
っ
た
。
趙
王
の
手
に
な
る
「
看
伎
（
妓
）」
詩
は
残
っ
て
お
ら

ず
、
庾
信
の
こ
の
二
首
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
背
景
に
お
い

て
う
た
わ
れ
た
の
か
、詩
題
以
上
の
こ
と
は
知
り
得
な
い
が
、同

じ
モ
チ
ー
フ
に
お
い
て
う
た
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
ま
ず
は
仮

定
し
て
不
可
は
な
い
だ
ろ
う
。
い
ま
こ
の
二
首
を
比
較
し
な
が

ら
読
む
こ
と
を
通
じ
て
、
庾
信
絶
句
体
詩
に
お
け
る
文
体
的
特

色
を
検
討
し
て
い
く
手
立
て
と
し
た
い
。

は
じ
め
に
五
言
八
句
の
詩
を
見
よ
う
。

和
趙
王
看
伎　
　

趙
王
の
看
伎
に
和
す

綠
珠
歌
扇
薄　
　

緑
珠 

歌
扇
は
薄
く

飛
燕
舞
衫
長　
　

飛
燕 

舞
衫
は
長
し

琴
曲
隨
流
水　
　

琴
曲 

流
水
に
随
い

簫
聲
逐
鳳
凰　
　

簫
声 

鳳
凰
に
逐
う

細
縷
纒
鍾
格　
　

細
縷 

鍾
格
に
纒
り

圓
花
釘
鼓
牀　
　

円
花 

鼓
牀
に
釘
す

懸
知
曲
不
誤　
　

懸
か
に
知
る 

曲
誤
ら
ず
し
て

無
事
畏
週
郎　
　

事
の
周
郎
を
畏
る
る
無
き
を

詩
は
西
晋
の
石
崇
の
愛
妾
緑
珠
と
前
漢
成
帝
の
后
趙
飛
燕
の

美
人
に
擬
せ
ら
れ
た
妓
女
の
舞
う
様
子
か
ら
う
た
い
起
こ
し
、

続
く
一
聯
で
舞
踊
に
あ
わ
せ
て
奏
で
ら
れ
る
音
楽
を
う
た
う
。

そ
の
見
事
な
琴
と
簫
の
音
色
は
、
鍾
子
期
に
「
巍
巍
た
る
こ
と

泰
山
の
若
く
、
湯
湯
た
る
こ
と
流
水
の
若
し
（
巍
巍
乎
若
泰
山
、

湯
湯
乎
若
流
水
）」と
評
さ
れ
た
伯
牙
の
奏
で
る
か
の
よ
う
で
あ

り
一
二
、
ま
た
鳳
凰
を
呼
び
寄
せ
妻
と
と
も
に
昇
天
し
た
蕭
史
が

吹
く
か
の
よ
う
で
あ
る
と
た
た
え
る
一
三
。
伯
牙
と
鍾
子
期
の
典

故
は
趙
王
と
の
篤
い
友
情
も
響
か
せ
よ
う
。
第
三
聯
は
、
焦
点

を
絞
り
、
前
半
二
聯
か
ら
引
き
続
き
対
偶
を
以
て
楽
器
を
描
出

す
る
。「
鍾
格
」
は
鍾
を
吊
し
支
え
る
枠
木
を
言
い
、細
い
糸
を

巻
き
付
け
て
装
飾
し
た
鐘
格
に
鐘
が
吊
り
下
が
っ
て
い
る
様
子

を
描
き
、「
鼓
牀
」
は
鼓
の
置
か
れ
た
台
座
を
言
い
、
台
座
の
面

に
は
花
紋
の
付
い
た
鋲
が
打
た
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
描
写

の
対
象
と
な
る
器
物
の
主
体
は
あ
く
ま
で
鐘
で
あ
り
鼓
で
あ
る

が
、
敢
え
て
中
心
か
ら
視
線
を
そ
ら
す
よ
う
に
周
辺
の
細
事
を

描
出
し
、
婉
曲
に
対
象
を
捉
え
よ
う
と
す
る
の
は
、
庾
信
自
身

が
か
つ
て
ま
さ
に
そ
の
中
心
に
あ
っ
た
南
朝
で
盛
ん
に
う
た
わ

一
二 『
呂
氏
春
秋
』
本
味
篇
、
学
林
出
版
社
、
一
九
八
四
年
。

一
三 『
列
仙
伝
』
巻
上
蕭
史
伝
、
四
部
叢
刊
本
。
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れ
た
詠
物
詩
に
よ
く
見
ら
れ
る
描
写
法
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最

後
の
聯
に
至
り
、
滞
り
な
く
楽
曲
を
演
奏
し
終
え
た
こ
と
を
周

瑜
の
故
事
を
踏
ま
え
て
う
た
い
、
詩
を
結
ぶ
。
音
楽
を
こ
よ
な

く
愛
し
た
呉
の
周
瑜
は
演
奏
の
誤
り
を
聴
き
逃
さ
な
か
っ
た
の

で
、
時
人
は
「
曲
に
誤
る
有
れ
ば
、
周
郎
顧
る
（
曲
有
誤
、
週

郎
顧
）」
と
謡
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
一
四
。

次
に
絶
句
体
の
方
を
見
て
み
よ
う
。

　

和
趙
王
看
妓　
　

趙
王
の
看
妓
に
和
す

長
思
綄
紗
石　
　

長
く
思
う 

綄
紗
の
石

空
想
搗
衣
砧　
　

空
し
く
想
う 

搗
衣
の
砧

臨
卭
若
有
便　
　

臨
卭 

若
し
便
有
ら
ば

爲
說
解
琴
心　
　

為
に
説
け 

琴
心
を
解
す
と

前
半
の
二
句
で
は
、「
綄
紗
石
」
と
「
搗
衣
砧
」
と
い
う
二
つ

の
石
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
妓
女
を
う
た
う
。「
浣
紗
石
」は
戦
国

時
代
、
諸
曁
の
苧
蘿
山
に
あ
っ
た
西
施
が
紗
を
洗
っ
た
と
伝
え

ら
れ
る
石
で
あ
る
。
庾
信
を
除
い
た
南
北
朝
時
代
以
前
の
詩
で

は
、
い
ま
梁
代
の
詩
に
二
例
見
え
る
一
五
。「
搗
衣
」
も
思
婦
を

象
徴
す
る
も
の
と
し
て
や
は
り
六
朝
期
を
通
じ
て
よ
く
見
ら
れ

る
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
一
六
、
倪
璠
は
、
嵩
山
の
頂
に
玉
女
が
絹
を

叩
く
石
が
あ
り
、
麓
に
住
む
人
々
は
立
秋
の
一
日
前
に
な
る

と
、
夜
半
に
杵
を
打
つ
音
を
聞
い
た
と
い
う
説
話
を
『
絶
異

記
』
よ
り
引
用
し
て
注
す
る
。
そ
し
て
、後
半
二
句
に
お
い
て

琴
を
奏
で
て
卓
文
君
へ
思
い
を
寄
せ
た
司
馬
相
如
の
故
事
を

踏
ま
え
な
が
ら
一
七
、
男
を
思
う
婦
女
の
情
を
述
べ
、
う
た
を

結
ん
で
い
る
。

改
め
て
二
首
を
表
現
の
在
り
方
と
い
う
点
に
お
い
て
比
較
し

て
み
れ
ば
、
い
ず
れ
も
冒
頭
二
句
に
お
い
て
妓
女
を
対
偶
に

よ
っ
て
う
た
い
起
こ
す
点
は
同
様
で
あ
り
、加
え
て
言
え
ば
、故

一
四 『
呉
志
』
巻
二
十
周
瑜
伝
、
中
華
書
局
、
一
九
五
九
年
。

一
五 

王
僧
孺
「
鼓
瑟
曲
有
所
思
」
に
「
不
堪
長
織
素
、
誰
能
獨
浣
紗
」
と

あ
り
、
ま
た
、
蕭
綱
「
櫂
歌
行
」
に
「
浣
紗
流
暫
濁
、
汰
錦
色
還
鮮
」
と

あ
る
。

一
六 「
擣
衣
」
を
詩
題
に
含
む
作
は
三
国
魏
の
頃
か
ら
見
え
始
め
、『
藝
文

類
聚
』
巻
六
十
七
衣
冠
部
「
衣
裳
」
に
は
、
モ
チ
ー
フ
を
同
じ
く
す
る

詩
が
ま
と
ま
っ
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
六
五

年
。

一
七 『
史
記
』
司
馬
相
如
伝
、
中
華
書
局
、
二
〇
一
三
年
。
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事
に
由
来
す
る
語
を
対
置
し
た
、
劉
勰
の
所
謂
事
対
一
八
で
も
あ

り
、
両
首
は
同
じ
表
現
様
式
に
お
い
て
、
同
じ
表
現
的
展
開
の

契
機
を
内
在
し
て
い
る
と
ま
ず
は
言
え
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

八
句
詩
の
方
は
、
妓
女
か
ら
音
楽
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
奏
で
る

楽
器
へ
と
視
線
を
移
し
つ
つ
、
対
偶
を
重
ね
な
が
ら
、
妓
女
と

そ
の
周
囲
を
対
象
化
し
描
写
を
持
続
さ
せ
る
こ
と
で
詩
の
世
界

を
構
築
し
て
い
く
の
に
対
し
、
絶
句
体
詩
の
方
は
、
冒
頭
に
妓

女
を
提
示
し
た
後
、
対
偶
に
よ
る
描
写
を
断
ち
切
り
、
並
列
的

に
捉
え
た
妓
女
へ
の
視
線
を
女
の
男
に
対
す
る
情
へ
と
集
束
さ

せ
、対
句
で
は
な
い
、散
句
に
よ
っ
て
う
た
を
結
ん
で
い
る
。
ま

た
、
事
柄
、
事
物
を
連
ね
な
が
ら
対
象
を
具
象
化
し
て
い
る
と

い
う
意
味
に
お
い
て
、
或
い
は
妓
女
の
内
面
に
は
向
か
わ
ず
に
、

楽
器
や
楽
人
の
奏
で
る
音
楽
の
叙
述
に
終
始
す
る
八
句
詩
の
詩

的
世
界
が
叙
事
的
な
世
界
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
絶
句
体
詩
の
そ

れ
は
、
妓
女
の
内
面
を
描
き
、
思
婦
の
情
緒
を
喚
起
す
る
叙
情

の
世
界
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。「
思
」「
想
」
の
字
を
含
み
、
ま

た
は
用
事
も
よ
り
叙
情
的
な
広
が
り
の
可
能
性
を
も
と
よ
り
持

つ
も
の
で
あ
れ
ば
、
絶
句
体
詩
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
対
偶
に
は
、

す
で
に
叙
情
を
志
向
し
て
い
く
契
機
が
潜
在
し
て
い
た
と
も
言

え
る
。
モ
チ
ー
フ
を
同
じ
く
し
な
が
ら
も
、
二
つ
の
詩
は
文
体

を
異
に
し
て
お
り
、
異
な
っ
た
表
現
様
式
に
お
い
て
異
な
る
詩

の
世
界
を
構
築
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
和
趙
王
看
伎
」五
言
八
句
に
見
た
対
偶
表
現
を
重
ね
た
対
象

の
描
写
な
い
し
詩
的
世
界
の
構
築
は
、
庾
信
に
限
ら
ず
、
修
辞

主
義
に
大
き
く
傾
い
た
六
朝
時
代
、
と
り
わ
け
そ
の
後
期
の
詩

的
表
現
に
普
く
看
取
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
六
朝
文

学
の
集
大
成
者
と
し
て
一
九
、
修
辞
主
義
的
傾
向
、
な
い
し
そ
の

特
色
を
、
言
わ
ば
そ
の
極
点
に
お
い
て
体
現
し
て
い
る
庾
詩
に

お
い
て
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
う
し
た
傾
向
、
特
色
は
殊

の
外
顕
著
に
確
認
で
き
、
一
篇
を
通
じ
て
全
て
対
偶
で
構
成
す

る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
先
に
見

一
八 

『
文
心
雕
龍
』
麗
辞
篇
に
「
事
對
者
、
竝
擧
人
驗
者
也
。」
と
あ
り
、

ま
た
、
例
と
し
て
宋
玉
「
神
女
賦
」
の
「
毛
嬙
鄣
袂
、
不
足
程
式
、
西

施
掩
面
、
比
之
無
色
。」
を
挙
げ
て
い
る
。
事
対
と
は
人
物
や
故
事
を
対

置
し
た
対
句
を
言
う
。
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
九
年
。

一
九 
た
と
え
ば
、
文
淵
閣
四
庫
全
書
所
収
『
庾
開
府
集
箋
註
』
の
「
総
目

提
要
」
に
「
其
騈
偶
之
文
、
則
集
六
朝
之
大
成
、
而
導
四
傑
之
先
路
。」

と
述
べ
ら
れ
る
。
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た
「
和
趙
王
看
伎
」
五
言
八
句
は
庾
信
の
詩
的
表
現
の
一
つ
の

典
型
で
あ
る
。
更
に
言
え
ば
、『
庾
子
山
集
注
』
に
収
録
さ
れ
る

徒
詩
に
お
い
て
、
最
短
の
絶
句
体
詩
か
ら
最
長
の
三
十
韻
六
十

句
か
ら
な
る
「
和
張
侍
中
述
懐
」
ま
で
の
二
百
三
十
三
首
の
中

で
最
も
多
い
形
が
全
七
十
九
首
残
る
八
句
形
式
の
五
言
詩
な
の

で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
五
言
八
句
詩
に
お
け
る
対
偶
の
現
れ
方
と

い
う
点
に
着
目
す
る
と
、
四
聯
全
て
を
対
偶
で
構
成
す
る
も
の

が
二
十
七
首
と
最
も
多
く
、
前
三
聯
を
対
偶
、
末
一
聯
を
散
句

で
構
成
す
る
も
の
が
二
十
六
首
と
そ
れ
に
次
ぎ
、
こ
の
両
者
で

八
句
形
式
の
詩
の
大
半
を
占
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
対
偶
を
多
用

し
て
詩
的
世
界
を
構
築
し
て
い
く
「
和
趙
王
看
伎
」
五
言
八
句

が
改
め
て
庾
信
詩
に
お
け
る
典
型
の
一
つ
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ

と
が
確
認
で
き
る
。
加
え
て
言
え
ば
、
絶
句
体
詩
を
除
き
、
八

句
詩
に
次
い
で
三
十
三
首
と
多
い
十
句
形
式
の
詩
で
も
そ
の
半

数
近
く
が
五
聯
全
て
を
対
偶
に
よ
っ
て
構
成
し
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
対
偶
志
向
、
つ
ま
り
は
対
偶
を
重
ね
て
い
く
こ
と
に

よ
っ
て
現
実
を
認
識
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
詩
の
世
界
を
構
築
し

て
い
く
よ
う
な
表
現
の
在
り
方
は
八
句
以
上
の
形
式
の
詩
全
般

に
お
け
る
基
調
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

し
か
し
、
彼
の
五
十
五
首
の
絶
句
体
詩
を
見
て
み
る
と
、
八

句
以
上
の
詩
に
顕
著
で
あ
っ
た
対
偶
志
向
と
は
ま
た
異
な
る
傾

向
が
観
察
で
き
る
。
絶
句
体
詩
全
体
に
お
け
る
対
偶
表
現
の
現

れ
方
に
つ
い
て
示
し
た
の
が
次
の
表
で
あ
る
。

表一

表二

　 前2句 後2句 作品数
イ 対偶 対偶 16首
ロ 散句 対偶 3首
ハ 散句 散句 8首
ニ 対偶 散句 28首

計 55首

　 前2句 後2句
対偶 44聯 19聯
散句 11聯 36聯

表
一
は
絶
句
体
詩
を
構
成
す
る
二
つ
の
聯
に
お
け
る
対
偶
の

用
不
用
を
調
査
し
、
五
十
五
首
を
四
つ
の
型
に
分
類
し
て
示
し

た
も
の
で
あ
る
。
表
二
は
絶
句
体
詩
に
お
け
る
前
の
二
句
と
後

の
二
句
に
お
け
る
対
偶
の
用
不
用
の
分
布
を
示
し
て
い
る
。
二

つ
の
表
か
ら
、
絶
句
体
詩
に
お
け
る
表
現
が
必
ず
し
も
対
偶
ば
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か
り
を
志
向
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
即

ち
非
対
偶
の
聯
と
し
て
の
散
句
も
一
定
程
度
を
占
め
て
お
り
、

対
偶
的
認
識
ば
か
り
が
必
ず
し
も
基
調
に
は
な
っ
て
い
な
い
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
全
五
十
五
首
の
う
ち
最
も
多
い
形
は
、

前
二
句
を
対
偶
、
後
二
句
を
散
句
で
構
成
す
る
形
式
、
即
ち
ニ

の
型
で
あ
り
、ま
た
、絶
句
体
詩
を
構
成
す
る
二
聯
の
う
ち
、対

偶
を
用
い
な
い
の
は
、
後
の
聯
、
即
ち
第
三
四
句
に
お
い
て
顕

著
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
先
に
見
た
「
和
趙
王
看
妓
」
も
こ

の
型
で
あ
っ
た
。
い
ま
ま
た
別
の
例
を
挙
げ
よ
う
。

詠
雁　
　

雁
を
詠
ず

南
思
洞
庭
水　
　

南
に
思
う 

洞
庭
の
水

北
想
雁
門
關　
　

北
に
想
う 

雁
門
の
関

稻
粱
倶
可
戀　
　

稲
粱 

倶
に
恋
う
べ
し

飛
去
復
飛
還　
　

飛
び
去
り
復
た
飛
び
還
る

望
郷
を
主
題
と
す
る
う
た
の
内
容
か
ら
言
っ
て
、
恐
ら
く
は

渡
北
後
に
う
た
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
冒
頭
の
二
句
に
お

い
て
南
方
と
北
方
の
故
郷
を
そ
れ
ぞ
れ
思
う
雁
を
対
偶
に
よ
っ

て
提
示
す
る
。
そ
し
て
、
第
三
句
で
並
列
的
に
示
し
た
そ
れ
ら

を
一
つ
の
望
郷
の
情
に
収
斂
さ
せ
、
結
句
に
お
い
て
鳥
が
南
へ

北
へ
と
帰
り
ゆ
く
情
景
を
詠
じ
て
う
た
を
結
ぶ
。
先
の
絶
句
体

「
和
趙
王
看
妓
」と
お
よ
そ
同
じ
表
現
構
造
を
見
て
取
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
冒
頭
か
ら
対
偶
的
認
識
に
よ
っ
て
対
象
を
捉

え
、
そ
の
ま
ま
視
点
を
ず
ら
し
つ
つ
対
偶
を
重
ね
な
が
ら
持
続

的
に
詩
の
世
界
を
構
築
し
て
い
く
の
が
、
対
偶
的
認
識
を
基
調

と
し
た
八
句
以
上
の
形
式
の
詩
で
あ
る
の
に
対
し
、
絶
句
体
の

詩
で
は
冒
頭
に
お
け
る
対
偶
的
認
識
を
断
ち
切
り
、
散
句
に

よ
っ
て
叙
情
の
世
界
を
完
結
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

絶
句
体
詩
に
お
い
て
特
に
後
の
聯
を
散
句
に
よ
っ
て
構
成
す

る
こ
と
は
、
盛
唐
期
以
降
、
名
実
共
に
完
成
す
る
絶
句
な
ど
を

視
野
に
置
き
な
が
ら
表
現
論
的
な
観
点
か
ら
考
慮
す
れ
ば
、
理

に
か
な
っ
た
こ
と
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
四
句
に
よ
る
世
界
を

完
結
さ
せ
る
に
は
、
特
に
後
の
二
句
に
は
主
題
へ
と
集
束
し
て

い
く
よ
う
な
機
能
が
託
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
、
そ
の
点
、

二
つ
の
事
物
、
事
柄
を
並
列
的
に
対
置
す
る
よ
う
な
一
般
的
な

対
偶
表
現
で
は
、詩
の
世
界
が
完
結
し
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。し

か
し
、
そ
う
は
い
っ
て
も
、
庾
信
の
生
き
た
時
代
の
詩
的
認
識
、

詩
的
表
現
に
お
い
て
は
、
対
偶
に
よ
っ
て
散
文
的
認
識
を
修
飾

す
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
散
句
に
よ
っ
て
認
識
、
表
現
す
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る
方
が
困
難
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
、
対
偶
に
よ
っ
て
認

識
し
、
対
偶
を
通
じ
て
表
現
す
る
こ
と
が
詩
的
認
識
、
詩
的
表

現
の
在
り
方
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
庾
信
の
詩
に
そ
う

し
た
対
偶
志
向
か
ら
外
れ
る
よ
う
な
傾
向
が
窺
え
る
と
い
う
こ

と
は
、
や
は
り
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
多
く
の
文

人
に
よ
っ
て
盛
ん
に
創
作
さ
れ
た
南
朝
当
時
に
お
け
る
絶
句
体

詩
を
見
る
と
、
必
ず
し
も
同
様
の
傾
向
が
庾
信
ほ
ど
明
ら
か
に

は
窺
え
ず
、
二
聯
を
い
ず
れ
も
並
列
構
造
に
あ
る
典
型
的
な
対

偶
に
よ
っ
て
構
成
す
る
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。『
玉
台

新
詠
』
巻
十
に
収
録
さ
れ
る
作
の
中
か
ら
一
例
挙
げ
よ
う
二
〇
。

夜
遣
內
人
還
後
船

　
　
　
　

  

夜 

内
人
を
遣
り
て
後
舟
に
還
ら
し
む　
　

蕭
綱

錦
幔
扶
船
烈　
　

錦
幔 

船
を
扶
け
て
烈
か
に
し
て

蘭
橈
拂
浪
浮　
　

蘭
橈 

浪
を
払
い
て
浮
か
ぶ

去
燭
犹
文
水　
　

去
燭 

猶
水
に
文
し

餘
香
尙
滿
舟　
　

餘
香 

尚
舟
に
満
つ

梁
簡
文
帝
蕭
綱
の
作
で
あ
る
。
船
遊
び
の
折
に
う
た
わ
れ
た

う
た
で
あ
ろ
う
。
前
後
の
二
聯
を
い
ず
れ
も
並
列
構
造
の
対
偶

に
よ
っ
て
構
成
し
て
い
る
。
前
の
二
句
の
対
偶
は
視
覚
的
、
動

的
に
船
の
様
子
を
描
写
す
る
の
に
対
し
、
後
の
二
句
の
対
偶
は

よ
り
感
覚
的
、
静
的
な
情
趣
を
う
た
い
、
前
後
の
対
偶
間
に
表

現
志
向
上
の
差
を
幾
ら
か
持
た
せ
て
お
り
、
そ
う
し
た
差
異
に

お
い
て
二
聯
四
句
の
作
品
内
に
一
定
の
構
造
性
を
見
て
取
る
こ

と
は
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
一
つ
の
世
界
へ
と
完
結
、
集
束
し

て
い
く
よ
う
な
志
向
性
は
明
ら
か
に
弱
い
。
こ
の
後
に
更
に
対

偶
を
重
ね
、
六
句
、
八
句
、
十
句
の
作
品
へ
と
広
げ
て
い
く
の

も
困
難
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
表
現
に
よ
る
認
識
の
様
式
と
し
て

対
偶
を
基
調
と
し
た
当
時
の
詩
に
あ
っ
て
は
、
八
句
以
上
の
詩

に
あ
っ
て
は
無
論
、
絶
句
体
詩
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
に
全
て

を
対
偶
に
よ
っ
て
構
成
し
た
う
た
が
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
同
じ
く
『
玉
台
新
詠
』
巻
十
か
ら
例
を
も
う
一
つ

挙
げ
て
お
こ
う
注
二
一

。
庾
信
が
父
、
肩
吾
の
作
で
あ
る
。

二
〇 『
玉
台
新
詠
箋
注
』
中
華
書
局
、
一
九
八
五
年
。

二
一 

前
掲
『
玉
台
新
詠
箋
注
』
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石
崇
金
谷
妓
詩　
　

石
崇
の
金
谷
の
妓
詩　
　

庾
肩
吾

蘭
堂
上
客
至　
　

蘭
堂 

上
客
至
り

綺
席
淸
絃
撫　
　

綺
席 

清
絃
撫
す

自
作
明
君
辭　
　

自
ら
明
君
の
辞
を
作
り

還
敎
綠
珠
舞　
　

還
た
緑
珠
の
舞
を
教
う

南
朝
期
に
う
た
わ
れ
た
絶
句
体
詩
の
中
に
こ
う
し
た
前
後
二

聯
を
い
ず
れ
も
対
偶
で
構
成
す
る
も
の
を
見
つ
け
る
こ
と
は
容

易
い
。
な
お
こ
う
し
た
傾
向
は
、
南
朝
の
詩
風
を
継
承
し
た
初

唐
期
の
宮
廷
詩
壇
に
あ
っ
て
も
続
い
た
。
二
二

先
に
表
に
示
し
た
通
り
、
庾
信
の
絶
句
体
詩
で
も
、
前
の
聯

に
は
対
偶
を
用
い
る
こ
と
の
方
が
多
く
、
加
え
て
後
の
聯
に

あ
っ
て
も
対
偶
に
よ
っ
て
構
成
す
る
も
の
が
相
対
的
に
少
な
い

な
が
ら
も
確
か
に
存
在
す
る
。
し
か
し
、
併
せ
て
注
意
さ
れ
る

の
は
、
特
に
後
の
聯
に
お
い
て
対
偶
を
用
い
る
場
合
、
二
句
の

意
味
上
の
関
係
、
論
理
上
の
つ
な
が
り
が
偏
正
的
関
係
を
結
ぶ

所
謂
流
水
対
二
三
を
構
成
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
例
を
挙
げ
よ
う
。

野
步　
　

野
歩　

値
泉
仍
飮
馬　
　

泉
に
値
い
て　

仍
ち
馬
に
飲
ま
し
め

逢
花
卽
擧
杯　
　

花
に
逢
い
て　

即
ち
杯
を
挙
ぐ

稍
看
城
闕
遠　
　

稍
く
看
る　

城
闕
の
遠
き
を

轉
見
風
雪
來　
　

転
た
見
る　

風
雪
の
来
る
を

城
を
出
て
郊
外
に
散
策
に
出
か
け
た
折
の
う
た
で
あ
る
。
四

二
二 

葉
君
遠
『
詩
』、
中
国
古
代
文
体
叢
書
、
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九

九
四
年
。
そ
う
し
た
背
景
を
踏
ま
え
れ
ば
、
庾
信
の
絶
句
体
詩
に
看
取

さ
れ
る
後
半
二
句
に
お
け
る
散
句
志
向
は
、
絶
句
体
詩
成
立
の
過
程
と

い
う
観
点
か
ら
も
、
一
層
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

二
三 「
流
水
対
」
の
術
語
が
見
え
る
の
は
、明
の
胡
震
亨
『
唐
音
癸
籤
』
あ

た
り
に
始
ま
る
よ
う
で
あ
る
が
、
も
と
よ
り
異
称
が
多
く
、
た
と
え
ば
、

宋
の
高
昇
が
「
以
兩
句
道
一
事
」
と
言
い
（『
玉
林
詩
話
』）、
或
い
は
厳

羽
が
「
十
字
對
」「
十
四
字
對
」
と
言
い
（『
滄
浪
詩
話
』）、
ま
た
或
い

は
明
の
趙
士
喆
が
『
石
室
談
詩
』
の
中
で
「
走
馬
對
」
と
述
べ
て
い
る

の
は
、
い
ず
れ
も
流
水
対
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
早
い
も
の
で
は
唐

代
に
す
で
に
言
及
が
見
え
、
王
叡
「
炙
轂
子
詩
格
」
に
は
「
兩
句
一
意

對
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。
朱
承
平
『
対
偶
辞
格
』（
岳
麓
書
社
、
二
〇
〇

三
年
）
な
ど
を
参
照
。
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句
目
の
叙
景
か
ら
す
れ
ば
、
或
い
は
渡
北
後
の
作
で
あ
ろ
う
か
。

前
の
二
句
で
水
べ
り
で
馬
に
水
を
飲
ま
せ
、
花
を
愛
で
な
が
ら

杯
を
傾
け
る
と
い
っ
た
散
策
を
楽
し
む
様
子
を
対
偶
的
認
識
に

よ
っ
て
捉
え
て
示
す
。
意
味
上
、
並
列
関
係
に
あ
る
対
偶
で
あ

る
。
そ
し
て
、
後
の
二
句
で
は
、
よ
う
や
く
街
か
ら
遠
く
離
れ

た
と
こ
ろ
に
至
り
、
に
わ
か
に
吹
い
て
き
た
雪
混
じ
り
の
風
を

詠
じ
、
余
情
を
意
図
し
て
う
た
を
結
ぶ
。
冒
頭
で
並
列
的
に
捉

え
た
散
策
の
様
子
を
一
つ
の
情
景
へ
と
集
束
さ
せ
て
い
る
。
後

の
二
句
は
語
彙
、
語
法
的
な
対
応
関
係
か
ら
す
れ
ば
、
お
よ
そ

同
じ
意
味
的
範
疇
の
語
を
同
じ
語
法
構
造
に
従
っ
て
対
置
し
た

的
名
対
と
看
做
せ
よ
う
が
、
意
味
上
の
関
係
に
お
い
て
二
句
は

並
列
関
係
に
は
な
く
、出
句
か
ら
対
句
へ
の
偏
正
的
な
流
れ
、論

理
的
な
つ
な
が
り
を
通
じ
て
二
句
で
一
意
を
表
現
し
た
、
即
ち

流
水
対
で
あ
る
。
更
に
一
例
挙
げ
よ
う
。

寄
徐
陵　
　

徐
陵
に
寄
す

故
人
倘
思
我　
　

故
人 

倘
し
我
を
思
わ
ば

乁
此
平
生
時　
　

此
の
平
生
の
時
に
及
べ

莫
待
山
陽
路　
　

待
つ
莫
か
れ 

山
陽
の
路

空
聞
吹
笛
悲　
　

空
し
く
吹
笛
の
悲
し
き
を
聞
く
を

こ
の
う
た
が
い
つ
頃
に
作
ら
れ
た
の
か
詳
し
い
こ
と
は
わ
か

ら
な
い
が
、
内
容
か
ら
し
て
渡
北
後
の
こ
と
で
あ
る
に
は
違
い

な
い
。
庾
信
に
は
、
徐
陵
の
下
よ
り
送
ら
れ
て
き
た
使
者
に
会

い
、
陵
に
向
か
っ
て
詠
じ
た
う
た
も
別
に
あ
る
か
ら
二
四
、
或
い

は
そ
れ
と
同
時
の
作
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
う
た
は
前
半
の
二

句
は
散
句
、
後
半
の
二
句
が
対
偶
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、

先
に
掲
げ
た
表
Ⅰ
の
分
類
の
中
で
は
最
も
例
の
少
な
い
ロ
の
型

に
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。
後
半
の
二
句
は
、
嵆
康
と
呂
安
の

死
を
悼
ん
で
詠
じ
た
向
秀
「
思
旧
賦
」
を
踏
ま
え
て
徐
陵
へ
の

二
四 

五
言
絶
句
体
「
徐
報
使
來
止
得
一
相
見
詩
」。
舒
宝
璋
『
庾
信
選
集
』

（
中
州
書
画
社
、
一
九
八
三
年
）
に
「
徐
、
指
徐
陵
。
那
時
他
在
南
朝
陳
、

曾
派
人
來
見
庾
信
、
信
以
未
乁
暢
談
爲
感
、
所
以
寫
了
這
首
詩
。」
と
あ

る
の
に
ま
ず
は
従
う
。
許
逸
民
訳
注
『
庾
信
詩
文
選
訳
』（
鳳
凰
出
版
社
、

二
〇
一
一
年
）
は
、
両
詩
を
周
武
帝
の
保
定
四
（
五
六
四
）
年
の
同
時

の
作
と
見
な
し
て
い
る
。
ま
た
、
興
膳
宏
『
庾
信
』（
集
英
社
、
一
九
八

三
年
）
は
、
詩
題
の
「
報
使
」
を
徐
陵
そ
の
人
と
理
解
し
、
庾
信
と
徐

陵
が
北
周
で
面
会
し
た
際
に
う
た
わ
れ
た
作
と
し
て
理
解
す
る
が
、
氏

も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
徐
陵
が
そ
の
生
涯
に
お
い
て
使
者
と
し
て
周

に
赴
い
た
と
い
う
事
実
は
正
史
に
は
見
え
ず
、
近
年
の
研
究
で
も
徐
陵

が
北
周
に
使
い
し
た
こ
と
を
認
め
る
も
の
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。『
徐

陵
集
校
箋
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
八
年
）
な
ど
を
参
照
。
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思
い
を
述
べ
て
い
る
二
五
。
な
お
、
自
己
と
同
じ
境
遇
に
あ
っ
た

王
褒
の
死
を
悼
ん
だ
「
傷
王
司
徒
褒
」
詩
に
も
同
じ
典
故
を
用

い
た
表
現
が
見
え
る
二
六
。
後
聯
は
若
干
緩
い
も
の
の
、
形
式
上

は
対
偶
を
構
成
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
が
、第
三
句
冒
頭
の「
莫

待
」
の
二
字
が
形
式
上
は
第
四
句
の
「
空
聞
」
の
フ
レ
ー
ズ
と

対
の
関
係
に
あ
り
つ
つ
も
、
禁
止
の
呼
び
か
け
と
し
て
二
句
全

体
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
先
の
詩
と

同
様
に
、
意
味
上
は
出
句
か
ら
対
句
に
か
け
て
偏
正
的
に
連

な
っ
た
流
れ
を
持
つ
流
水
対
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

山
陽
に
過
ぎ
り
笛
の
音
を
聞
い
て
亡
き
友
を
追
念
し
た
向
秀
の

よ
う
に
は
な
っ
て
く
れ
る
な
と
、
徐
陵
と
の
再
会
を
願
う
思
い

へ
と
集
束
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

流
水
対
は
形
式
上
は
対
偶
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
意
味
上
な

い
し
論
理
上
に
お
い
て
二
句
は
並
列
関
係
で
は
な
く
偏
正
構
造

を
持
ち
、
一
首
の
中
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
確
認
し
た
散
句

と
お
よ
そ
同
様
の
表
現
的
機
能
を
担
い
得
る
と
言
っ
て
よ
い
だ

ろ
う
。
実
際
、
以
上
に
挙
げ
た
例
が
示
し
て
い
る
通
り
、
つ
ま

り
は
、
作
品
世
界
を
完
結
さ
せ
る
べ
く
、
主
題
と
な
る
よ
う
な

一
つ
の
詩
的
世
界
と
し
て
の
情
景
、
感
情
な
ど
へ
と
収
斂
し
て

い
く
表
現
的
志
向
性
を
持
ち
得
る
。
庾
信
の
絶
句
体
詩
に
お
い

て
は
、
後
の
二
句
に
対
偶
を
配
置
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
相
対

的
に
少
な
い
け
れ
ど
も
、
対
偶
を
構
成
す
る
場
合
に
あ
っ
て
も
、

そ
う
し
た
偏
正
構
造
的
な
流
水
対
の
よ
う
な
対
偶
が
一
定
程
度

を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
二
七
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
庾
信
の
絶
句
体
詩
に
は
、
特
に
後
の
二

句
に
お
い
て
、
対
偶
的
認
識
を
敢
え
て
断
ち
切
る
、
も
し
く
は

そ
こ
か
ら
脱
却
し
て
い
く
よ
う
な
、
散
句
志
向
と
も
言
う
べ
き

表
現
志
向
が
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
無
論
、
そ
の
こ

と
は
即
ち
対
偶
志
向
が
全
く
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
事
実
、
絶
句
体
詩
で
あ
っ
て
も
前
の

二
句
に
お
い
て
対
偶
を
構
成
す
る
場
合
が
多
く
、
そ
う
し
た
場

合
、
う
た
の
始
ま
り
と
し
て
は
、
八
句
以
上
に
よ
っ
て
構
成
さ

二
七 
対
偶
に
よ
っ
て
構
成
す
る
後
聯
十
八
聯
の
う
ち
、
意
味
上
偏
正
構
造

的
な
関
係
を
持
つ
と
見
な
し
得
る
も
の
は
十
一
聯
を
数
え
る
。

二
五 

向
秀
「
思
舊
賦
」
云
「
將
命
適
於
遠
京
兮
、
遂
旋
反
而
北
徂
。
濟
黃

河
以
汎
舟
兮
、
經
山
陽
之
舊
居
。
…
…
聽
鳴
笛
之
慷
慨
兮
、
妙
聲
絶
而

復
尋
。
停
駕
言
其
將
邁
兮
、
遂
援
翰
而
寫
心
。」『
文
選
』
巻
十
六
（
上

海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）

二
六 「
傷
王
司
徒
王
褒
」
詩
に
「
唯
有
山
陽
笛
、
悽
余
思
舊
篇
」
と
あ
る
。

庾絶管見

（42）

－163－



れ
る
詩
と
同
様
に
対
偶
志
向
が
一
定
程
度
あ
っ
た
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。
ま
た
、
改
め
て
言
え
ば
八
句
以
上
の
詩
、
或
い
は

賦
、
或
い
は
銘
や
賛
な
ど
の
詩
賦
に
隣
接
す
る
ジ
ャ
ン
ル
を
含

む
庾
信
の
詩
的
認
識
、
詩
的
表
現
全
体
に
お
い
て
、
南
朝
文
学

の
基
調
、
文
体
と
し
て
の
対
偶
志
向
が
根
強
く
あ
っ
た
こ
と
に

変
わ
り
は
な
い
。
し
か
し
、そ
の
一
方
で
、絶
句
体
詩
に
は
、そ

う
し
た
基
調
と
し
て
の
対
偶
的
認
識
、
対
偶
志
向
を
断
ち
切
り
、

或
い
は
そ
こ
か
ら
逃
れ
、
詩
的
世
界
を
完
結
さ
せ
て
い
く
よ
う

な
表
現
志
向
が
確
か
に
窺
え
る
の
で
あ
る
。

三

故
国
の
滅
亡
と
い
う
歴
史
事
実
、
ま
た
そ
の
過
程
に
お
け
る

自
己
の
歴
史
的
な
経
験
、
そ
し
て
、
そ
う
し
た
過
去
を
背
負
い
、

異
朝
に
仕
え
な
が
ら
生
き
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
現
実
は
、
庾

信
の
後
半
生
の
文
学
営
為
を
支
え
、
或
い
は
彼
を
表
現
へ
と
繰

り
返
し
駆
り
立
て
た
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
、
五
言
絶
句
体
詩
に
も

そ
れ
は
た
び
た
び
影
を
落
と
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
現
実
が

北
朝
に
生
き
る
庾
信
の
表
現
営
為
に
お
い
て
重
要
な
テ
ー
マ
で

あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
し
、
ま
た
従
来

が
遊
戯
的
な
創
作
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
五
言
絶
句
体
一
般

の
傾
向
に
お
い
て
、「
己
の
切
々
と
し
た
哀
感
」
や
「
古
里
へ
の

耐
え
が
た
き
思
慕
」
を
も
詠
じ
て
い
る
こ
と
自
体
、
無
論
注
目

す
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
二
八
、
庾
信
と
い
う
一
人
の
表
現
者
の
中

で
そ
う
し
た
歴
史
事
実
、
自
己
の
歴
史
的
経
験
を
多
様
に
表
現

し
た
こ
と
、
つ
ま
り
は
表
現
を
通
し
て
様
々
な
向
き
合
い
方
が

あ
っ
た
と
い
う
事
実
に
お
い
て
、
そ
の
た
め
の
媒
体
な
い
し
方

法
の
一
つ
と
し
て
、
五
言
絶
句
体
詩
が
確
か
に
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
に
改
め
て
注
意
し
た
い
。
五
言
絶
句
体
と
い
う
表
現
様
式

に
よ
っ
て
、庾
信
は
如
何
な
る
現
実
を
獲
得
し
て
い
た
の
か
。ま

た
、
そ
れ
は
表
現
者
と
し
て
の
彼
に
如
何
な
る
意
義
を
も
た
ら

し
得
た
の
か
。

庾
信
の
後
半
生
の
文
学
を
代
表
す
る｢

擬
詠
懐｣

二
十
七
首
に

は
、
し
ば
し
ば
絶
句
体
詩
と
語
彙
表
現
上
、
類
似
す
る
と
こ
ろ

が
看
取
で
き
る
。
以
下
に
、そ
う
し
た
例
を
手
立
て
と
し
て
、前

章
に
確
認
し
た
認
識
様
式
と
し
て
の
文
体
的
特
色
に
お
い
て
、

庾
信
が
絶
句
体
詩
に
よ
る
表
現
を
通
じ
て
獲
得
し
た
こ
と
、
つ

ま
り
は
庾
信
文
学
に
お
け
る
絶
句
体
詩
の
表
現
的
意
義
を
検
討

し
て
い
く
。
な
お
、｢

擬
詠
懐｣

二
十
七
首
は
、
十
句
形
式
が
十

二
八 

前
掲
矢
島
論
文
。
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四
首
、
八
句
形
式
が
七
首
、
十
二
句
形
式
が
四
首
、
そ
し
て
十

四
句
及
び
十
八
句
の
形
式
が
そ
れ
ぞ
れ
一
首
か
ら
な
る
。

は
じ
め
に｢

擬
詠
懐｣

其
二
十
一
を
挙
げ
る
。

擬
詠
懷
其
二
十
一　
　

擬
詠
懐
其
の
二
十
一

倏
忽
市
朝
變　
　

倐
忽
と
し
て
市
朝
変
じ

蒼
茫
人
事
非　
　

蒼
茫
と
し
て
人
事
非
な
り

避
讒
犹
采
葛　
　

讒
を
避
け
て
猶
葛
を
采
り

忘
情
遂
食
薇　
　

情
を
忘
れ
て
遂
に
薇
を
食
ら
う

懷
愁
正
搖
落　
　

愁
い
を
懐
き
て
正
に
揺
落
し

中
心
愴
有
違　
　

中
心
愴
と
し
て
違
う
有
り

獨
憐
生
意
盡　
　

独
り
憐
む
生
意
の
尽
く
る
を

空
驚
槐
樹
衰　
　

空
し
く
驚
く
槐
樹
の
衰
う
る
を

第
一
句
に
倪
璠
が
注
し
て
「
建
鄴
、
江
陵
の
変
を
言
う
な
り

（
言
建
鄴
、
江
陵
之
變
也
）」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
冒
頭
の
聯
で

侯
景
の
乱
に
始
ま
り
、
西
魏
の
侵
攻
に
至
る
ま
で
の
故
国
の
滅

亡
を
提
示
す
る
。
第
二
聯
の
出
句
は
、『
詩
経
』
王
風
「
采
葛
」

を
踏
ま
え
、
江
陵
政
権
の
下
、
使
者
の
命
を
帯
び
て
西
魏
に
赴

い
た
こ
と
を
う
た
い
二
九
、
対
句
で
は
、
結
局
江
陵
は
陥
落
し
、

異
国
で
禄
を
食
む
己
を
伯
夷
と
叔
斉
に
な
ぞ
ら
え
て
う
た
う
。

恐
ら
く
和
平
工
作
の
任
を
託
さ
れ
て
庾
信
は
西
魏
の
都
長
安
に

使
い
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
任
務
は
失
敗
に
終
わ
り
、
彼
が
拘

留
さ
れ
て
い
る
間
に
江
陵
は
陥
ち
た
。「
避
讒
」
の
語
は
、或
い

は
ま
た
別
の
過
去
も
踏
ま
え
た
表
現
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な

い
が
三
〇
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
出
句
に
表
白
さ
れ
て
い
る
の
は
故

国
滅
亡
の
過
程
に
お
け
る
自
己
の
具
体
的
な
歴
史
的
経
験
で
あ

り
、
対
句
は
そ
う
し
た
歴
史
的
経
験
を
背
負
っ
た
、
過
去
か
ら

の
連
な
り
に
お
け
る
現
在
の
己
の
存
在
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

第
三
聯
は
そ
う
し
て
あ
る
現
在
の
己
の
内
面
を
語
り
、
末
聯
で

朽
ち
果
て
た
老
木
に
絶
望
的
な
自
己
の
存
在
を
喩
え
、
詩
を
結

二
九 「
采
葛
」
小
序
に
「
采
葛
、
懼
讒
也
。」
と
あ
り
、
ま
た
小
序
に
付
せ

ら
れ
た
鄭
箋
に
「
桓
王
之
時
、
政
事
不
明
。
臣
無
大
小
、
使
出
者
則
爲

讒
人
所
毀
、
故
懼
之
。」
と
あ
る
。
四
部
備
要
本
。

三
〇 

安
藤
信
廣
『
庾
信
と
六
朝
文
学
』（
創
文
社
、二
〇
〇
八
年
）
は
、元

帝
の
江
陵
政
権
で
は
讒
言
が
横
行
し
、
庾
信
は
使
者
と
し
て
出
立
す
る

前
か
ら
、
た
と
え
ば
、
建
康
還
都
派
に
属
し
て
い
た
こ
と
を
理
由
に
す

で
に
讒
言
を
受
け
て
い
た
可
能
性
が
あ
っ
た
と
指
摘
し
、第
三
句
を
「
庾

信
は
讒
言
を
『
避
』
け
た
が
、『
猶
』
そ
れ
で
も
や
は
り
、
外
国
へ
使
者

と
し
て
旅
立
っ
た
」
と
解
し
て
い
る
。
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ぶ
。
第
三
聯
が
散
句
で
あ
る
が
、
他
三
聯
は
対
偶
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
て
お
り
、
対
偶
的
認
識
を
基
調
と
し
て
詩
が
語
ら
れ
て

い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

次
に
其
二
十
一
と
う
た
い
出
し
が
よ
く
似
た
絶
句
体
詩
を
比

較
し
て
み
よ
う
。

集
週
公
處
連
句　
　

周
公
の
処
に
集
い
て
連
句
す

市
朝
一
朝
變　
　

市
朝 

一
朝
に
し
て
変
じ

蘭
艾
本
同
焚　
　

蘭
艾 

本
よ
り
同
に
焚
か
る

故
人
相
借
問　
　

故
人 

相
借
問
す
れ
ば

平
生
如
所
聞　
　

平
生
に
し
て
聞
く
所
の
如
し
と

詩
題
の
周
公
に
つ
い
て
、
倪
璠
は
周
弘
正
で
あ
る
と
注
し
て

い
る
。元
帝
蕭
繹
の
江
陵
政
権
に
仕
え
、庾
信
と
は
旧
知
に
あ
っ

た
。
梁
の
滅
亡
後
、
陳
に
仕
え
、
天
嘉
元
（
五
六
〇
）
年
に
使

者
と
し
て
長
安
に
至
り
、
同
三
年
に
帰
国
し
て
い
る
三
一
。
庾
信

に
は
そ
の
帰
国
を
見
送
っ
た
際
に
う
た
っ
た
と
思
し
い
送
別
詩

も
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
或
い
は
同
じ
時
に
う
た
わ
れ

た
作
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
三
二
。
な
お
こ
う
し
た
連
句
、

な
い
し
聯
句
詩
も
唐
代
に
完
成
す
る
絶
句
の
源
流
の
一
つ
に

な
っ
て
い
る
こ
と
は
従
来
よ
り
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
三
三
。

冒
頭
の
対
偶
は
、
倪
注
に
「
旧
国
を
傷
む
の
詞
（
傷
舊
國
之

詞
）」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、「
擬
詠
懐
」
同
様
、
故
国
の
滅

亡
を
提
示
し
て
い
る
。「
蘭
艾
」
の
語
は
、
君
子
小
人
、
貴
賤
賢

愚
を
喩
え
た
謂
い
で
、
も
と
も
と
「
楚
辞
」
諸
篇
に
由
来
し
よ

う
が
、
フ
レ
ー
ズ
と
し
て
の
用
例
は
、
庾
信
に
先
立
っ
て
南
斉

の
王
融
、
任
昉
な
ど
の
詩
に
見
え
る
三
四
。「
世
の
中
は
一
日
に

三
一 

『
陳
書
』
周
弘
正
伝
に
「
天
嘉
元
年
、
遷
侍
中
、
國
子
祭
酒
、
往
長

安
迎
高
宗
。
三
年
、
自
週
還
、
詔
授
金
紫
光
祿
大
夫
、
加
金
章
紫
綬
、
領

慈
訓
太
僕
。」
と
あ
る
。
中
華
書
局
、
一
九
七
二
年
。

三
二 

五
言
八
句
「
別
週
尙
書
弘
正
」、
絶
句
体
詩
「
送
週
尙
書
弘
正
二
首
」、

ま
た
同
じ
く
絶
句
体
詩
「
重
別
週
尙
書
二
首
」
が
あ
り
、『
庾
子
山
集
注
』

所
収
の
倪
璠
「
庾
子
山
年
譜
」
で
は
、
い
ず
れ
も
保
定
二
年
（
陳
の
天

嘉
三
年
）
の
作
と
し
て
い
る
。

三
三 
前
掲
羅
論
文
な
ど
を
参
照
。

三
四 
任
昉
「
厲
吏
人
講
學
詩
」
に
「
雖
欣
辨
蘭
艾
、
何
用
闢
蒿
莠
」、
王

融
「
和
南
海
王
殿
下
詠
秋
胡
妻
詩
」
其
七
に
「
蘭
艾
隔
芳
臭
、
涇
渭
分

淸
濁
」
と
見
え
る
。
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し
て
が
ら
り
と
変
わ
っ
て
し
ま
い
、
蘭
も
艾
も
み
な
根
こ
そ
ぎ

焼
か
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
、「
擬
詠
懐
」
と
類
似
し
た
措
辞
、
発

想
に
よ
る
似
た
認
識
を
提
示
し
て
う
た
は
始
ま
っ
て
い
る
。「
擬

詠
懐
」
で
は
、
こ
の
後
、
対
偶
的
認
識
を
持
続
さ
せ
な
が
ら
故

国
の
喪
失
を
対
象
化
し
、
故
国
滅
亡
の
過
程
に
お
け
る
使
者
と

し
て
の
失
敗
と
い
う
歴
史
的
経
験
と
、
そ
れ
を
背
負
い
な
が
ら

故
国
を
滅
ぼ
し
た
異
朝
に
仕
え
る
自
己
の
現
在
へ
と
認
識
を
巡

ら
せ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
が
、
絶
句
体
詩
で
は
、
第
三
句
で
一
転

し
て
、
友
人
の
問
い
か
け
を
想
定
し
、
自
身
の
無
事
を
答
え
て
詩

を
結
ん
で
い
る
。
故
国
の
滅
亡
と
い
う
歴
史
的
事
実
を
提
示
し

つ
つ
、
そ
れ
を
持
続
的
に
対
象
化
し
て
い
く
よ
う
な
認
識
を
断

ち
切
り
、
散
句
に
よ
っ
て
い
ま
の
無
事
を
語
っ
て
い
る
。「
擬
詠

懐
」
の
よ
う
な
対
象
化
し
て
語
れ
ば
語
る
ほ
ど
に
浮
き
彫
り
に

な
る
回
復
不
可
能
な
自
己
な
い
し
そ
の
絶
望
は
表
に
現
れ
て
い

な
い
の
で
あ
る
。「
擬
詠
懐
」に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
現
実
が
、認

識
を
持
続
し
深
め
る
ほ
ど
に
逃
れ
難
い
過
去
と
の
連
な
り
に
お

け
る
現
在
と
し
て
の
現
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
絶
句
体
詩
に
お

い
て
ま
ず
は
獲
得
さ
れ
て
い
る
の
は
、
過
去
と
の
連
な
り
を
断

ち
切
っ
た
現
在
、
重
く
て
苦
い
歴
史
的
経
験
が
捨
象
さ
れ
た
、
こ

の
い
ま
と
し
て
の
現
実
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。ま

た
次
の
二
首
を
比
較
し
な
が
ら
見
て
み
よ
う
。

擬
詠
懷
其
九　
　

擬
詠
懐
其
の
九

北
臨
玄
菟
郡　
　

北
の
か
た
玄
菟
郡
に
臨
み

南
戍
朱
鳶
城　
　

南
の
か
た
朱
鳶
城
を
戍
る

共
此
無
期
別　
　

共
に
此
れ
無
期
の
別
れ

倶
知
萬
里
情　
　

倶
に
知
る 

万
里
の
情

昔
嘗
遊
令
尹　
　

昔
嘗
て
令
尹
に
遊
び

今
時
事
客
卿　
　

今
時 

客
卿
を
事
と
す

不
特
貧
謝
富　
　

特
だ
に
貧
の
富
を
謝
す
る
の
み
な
ら
ず

安
知
死
羨
生　
　

安
ぞ
知
ら
ん 

死
の
生
を
羨
む
を

懷
秋
獨
悲
此　
　

秋
を
懐
き
て
独
り
此
れ
を
悲
し
む

平
生
何
謂
平　
　

平
生
何
ぞ
平
と
謂
わ
ん

送
週
尙
書
弘
正
二
首 

其
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

周
尚
書
弘
正
を
送
る
二
首 

其
の
一

交
河
望
合
浦　
　

交
河
に
合
浦
を
望
み

玄
菟
想
朱
鳶　
　

玄
菟
に
朱
鳶
を
想
う

共
此
無
期
別　
　

共
に
此
れ
無
期
の
別
れ
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知
應
復
幾
年　
　

応
に
復
た
幾
年
な
る
べ
き
か
を
知
ら
ん

二
首
は
い
ず
れ
も
対
偶
に
よ
っ
て
う
た
が
始
ま
っ
て
お
り
、

ま
た
そ
の
対
偶
は
語
彙
表
現
上
、
よ
く
似
て
い
る
。
二
首
に
共

通
し
て
見
え
る
「
玄
菟
」
と
「
朱
鳶
」
に
つ
い
て
、「
玄
菟
」
は

幽
州
（
河
北
省
）
に
属
し
、
対
す
る
「
朱
鳶
」
は
交
趾
郡
（
ベ

ト
ナ
ム
北
部
）
に
あ
っ
た
。
南
北
に
遠
く
隔
た
る
二
つ
の
土
地

を
並
べ
る
点
に
お
い
て
は
的
名
対
の
関
係
に
あ
り
、
更
に
フ

レ
ー
ズ
を
構
成
す
る
色
彩
語
と
動
物
を
意
味
す
る
語
を
対
置
さ

せ
た
、
所
謂
借
対
の
関
係
に
も
あ
る
南
朝
修
辞
主
義
好
み
の
用

字
で
あ
る
三
五
。
絶
句
体
詩
の
方
で
は
、
そ
れ
が
一
句
中
に
お
い

て
対
置
さ
せ
た
所
謂
当
句
対
と
し
て
現
れ
て
い
る
三
六
。
な
お
、

絶
句
体
詩
の
第
一
句
に
お
け
る
「
交
河
」
は
前
漢
の
頃
、
西
域

の
車
師
王
の
治
め
た
地
で
、「
合
浦
」
は
同
じ
く
漢
代
の
交
州

（
ベ
ト
ナ
ム
北
部
）
に
属
し
た
郡
名
で
あ
り
、や
は
り
南
と
北
と

で
遥
か
に
隔
た
っ
た
二
つ
の
地
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、「
交
」

字
と
「
合
」
字
は
そ
の
原
義
に
お
い
て
男
女
の
交
情
、
合
歓
を

連
想
さ
せ
る
だ
ろ
う
か
ら
、
二
つ
も
や
は
り
南
朝
文
学
的
価
値

観
を
背
景
に
持
っ
た
借
対
の
関
係
に
あ
る
。

両
首
と
も
に
冒
頭
の
二
句
に
お
い
て
南
北
の
別
離
、
隔
絶
を

概
念
的
に
提
示
し
、
第
三
句
へ
と
続
く
が
、
注
意
さ
れ
る
の
は

第
三
句
が
全
く
字
句
を
同
じ
く
し
て
お
り
、加
え
て
「
擬
詠
懐
」

の
方
は
対
偶
に
お
け
る
出
句
と
し
て
、
絶
句
体
詩
の
方
は
散
句

と
し
て
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
同
一
の
句
が
文
体
的
位
相
を
異
に

し
な
が
ら
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
擬
詠
懐
」
の
第
三
句
を
含
む
第
二
聯
は
、冒
頭
の
聯
を
承
け

て
、
離
れ
て
あ
る
者
同
士
に
隔
た
る
永
遠
の
別
れ
、
湧
き
起
こ

る
離
別
の
悲
し
み
を
、
果
て
の
な
い
時
間
と
空
間
に
お
い
て
述

べ
る
。
別
離
に
対
す
る
認
識
が
持
続
さ
れ
深
ま
っ
て
お
り
、
そ

れ
を
促
す
対
偶
的
認
識
の
一
部
と
し
て
第
三
句
は
あ
る
。
隔
絶

三
五 

借
対
と
は
、
漢
字
の
本
来
持
つ
音
や
多
義
性
に
借
り
て
、
詩
文
に
お

け
る
意
味
と
は
別
の
意
味
を
以
て
構
成
し
た
対
偶
を
指
し
、
字
対
、
声

対
な
ど
も
こ
こ
に
含
ま
れ
よ
う
。
金
振
邦
『
文
章
技
法
辞
典
』（
東
北
師

範
大
学
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）
な
ど
を
参
照
。
な
お
、
こ
う
し
た
借

対
が
南
朝
後
期
に
好
ま
れ
た
修
辞
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

拙
論
「
南
朝
と
北
朝
の
従
軍
詩
に
つ
い
て
」（『
大
久
保
隆
郎
教
授
退
官

紀
年
論
集 

漢
意
と
は
何
か
』
所
収
。
東
方
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）
で
言

及
し
た
こ
と
が
あ
る
。

三
六 

当
句
対
に
つ
い
て
は
『
容
斎
随
筆
』、『
滄
浪
詩
話
』
詩
体
な
ど
を
参

照
。
な
お
、
洪
邁
も
厳
羽
も
例
と
し
て
唐
詩
ば
か
り
を
挙
げ
る
が
、
南

北
朝
期
の
詩
文
か
ら
比
較
的
よ
く
見
ら
れ
る
対
偶
で
あ
る
。
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と
別
離
を
対
象
化
し
た
対
偶
的
認
識
は
、
次
い
で
視
点
を
自
分

自
身
へ
ず
ら
し
、
更
に
己
の
中
の
過
去
と
現
在
の
断
絶
、
言
っ

て
み
れ
ば
過
去
の
己
と
現
在
の
己
の
乖
離
へ
と
認
識
を
巡
ら
せ

る
。
第
三
聯
の
「
令
尹
」
は
戦
国
時
代
楚
の
宰
相
を
、「
客
卿
」

は
同
じ
く
戦
国
秦
に
他
国
よ
り
仕
え
る
者
を
指
し
、
以
前
は
か

つ
て
の
楚
の
地
に
あ
っ
た
江
陵
に
仕
え
、
現
在
は
か
つ
て
の
秦

の
地
に
あ
る
異
朝
に
仕
え
る
己
を
言
う
が
三
七
、
た
だ
の
過
去
の

自
己
と
現
在
の
自
己
の
対
比
だ
け
に
は
収
ま
っ
て
い
な
い
だ
ろ

う
。自
己
の
昔
と
今
と
の
断
絶
、乖
離
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
間
に
横
た
わ
る
故
国
の
滅
亡
と
い
う
回
復
不
可
能
な

歴
史
事
実
、
そ
こ
に
纏
わ
る
自
己
の
様
々
な
歴
史
的
経
験
に
向

き
合
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
さ
れ
ば
こ
そ
、
続
く
聯

で
富
貴
を
求
め
ず
、
生
へ
の
意
志
も
な
く
し
た
己
を
表
白
せ
ざ

る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
隔
絶
、
別
離
を
対
象
化
し
、
認
識
を

持
続
し
て
い
く
中
で
庾
信
は
、
重
い
歴
史
的
経
験
を
背
負
い
な

が
ら
、
つ
ま
り
は
過
去
の
呪
縛
に
囚
わ
れ
た
現
在
を
生
き
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
救
い
よ
う
の
な
い
現
実
へ
と
辿
り
着
く

の
で
あ
り
、
そ
れ
を
支
え
て
い
る
の
が
認
識
様
式
と
し
て
の
対

偶
の
文
体
な
の
で
あ
る
。

一
方
の
絶
句
体
詩
に
お
け
る
第
三
句
は
、「
擬
詠
懐
」
の
第
三

句
と
字
句
を
同
じ
く
し
な
が
ら
も
、
対
偶
的
認
識
を
断
ち
切
り
、

冒
頭
の
二
句
に
並
列
的
に
示
し
た
二
つ
の
別
離
を
一
句
に
集
束

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
最
後
の
句
に
周
弘
正
と
の
再
会
を
期
す

る
も
、
或
い
は
も
う
二
度
と
は
会
え
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
嘆

い
て
う
た
を
結
ん
で
い
る
。
こ
の
悲
し
み
に
は
、
庾
信
自
身
の

歴
史
的
経
験
か
ら
生
じ
る
悔
恨
で
あ
っ
た
り
、
拭
い
去
る
こ
と

の
で
き
な
い
恥
辱
と
い
っ
た
苦
み
は
現
れ
て
い
な
い
。
悲
嘆
さ

れ
る
の
は
、
過
去
と
の
連
な
り
に
お
け
る
現
在
と
い
う
よ
り
も
、

い
ま
こ
こ
に
直
面
し
て
い
る
現
在
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
に
お

い
て
、
過
去
の
歴
史
的
経
験
が
捨
象
さ
れ
た
現
実
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、悲
哀
の
対
象
と
な
る
庾
信
が
直
面
し
て
い
る
現
在
、即

ち
周
弘
正
と
の
別
れ
は
、
故
国
の
滅
亡
と
い
う
歴
史
事
実
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
庾
信
は

忘
れ
難
い
様
々
な
経
験
を
し
た
。
た
だ
、
絶
句
体
詩
に
お
い
て
は
、

そ
う
し
た
歴
史
事
実
や
自
ら
の
歴
史
的
経
験
に
認
識
を
巡
ら
せ

三
七 

倪
璠
は
『
春
秋
左
氏
伝
』
宣
公
十
二
年
の
杜
預
注
「
宰
、
令
尹
也
。」

（
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
と
、『
史
記
』
李
斯
伝
の
「
秦
王

拜
李
斯
爲
客
卿
。」
を
引
き
、「
言
昔
仕
元
帝
、
嘗
遊
楚
令
尹
之
門
、
今

在
魏
週
、
更
事
秦
客
卿
之
官
。
非
惟
不
慕
富
貴
、
幷
不
樂
生
也
。」
と
述

べ
て
い
る
。
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る
契
機
は
あ
り
な
が
ら
も
、
対
偶
的
認
識
を
断
ち
切
る
散
句
志

向
に
お
い
て
、
具
体
的
な
歴
史
的
経
験
は
対
象
化
さ
れ
ず
、
か

り
そ
め
で
も
自
己
の
歴
史
的
経
験
を
含
む
過
去
を
断
ち
切
っ
た

現
在
と
し
て
の
現
実
を
獲
得
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
結
句
の
反
語
的
表
現
は
、
た
と
え
す
ぐ
に
打
ち
消
さ
れ
て

し
ま
う
と
し
て
も
、
現
在
を
生
き
、
ま
た
未
来
を
生
き
る
こ
と

へ
の
儚
い
可
能
性
を
持
ち
得
た
言
い
と
し
て
読
め
そ
う
で
あ
る
。

次
の
二
つ
を
見
て
み
よ
う
。

擬
詠
懷
其
七　
　

擬
詠
懐
其
の
七

楡
關
斷
音
信　
　

楡
関 

音
信
を
断
ち

漢
使
絶
經
過　
　

漢
使 

経
過
を
絶
つ

胡
笳
落
淚
曲　
　

胡
笳 

落
涙
の
曲

羌
笛
斷
腸
歌　
　

羌
笛 

断
腸
の
歌

纖
腰
減
束
素　
　

繊
腰 

束
素
を
減
じ

別
淚
損
橫
波　
　

別
涙 

横
波
を
損
う

恨
心
終
不
歇　
　

恨
心 

終
に
歇
き
ず

紅
顏
無
復
多　
　

紅
顔 

復
た
多
き
無
し

枯
木
期
塡
海　
　

枯
木
も
て
海
を
塡
め
ん
と
期
し

靑
山
望
斷
河　
　

青
山
も
て
河
を
断
た
ん
と
望
む

寄
王
琳　
　

王
琳
に
寄
す

玉
關
道
路
遠　
　

玉
関 

道
路
遠
く

金
陵
信
使
疏　
　

金
陵 

信
使
疏
な
り

獨
下
千
行
淚　
　

独
り
下
す 

千
行
の
涙

開
君
萬
里
書　
　

開
く 

君
が
万
里
の
書

二
つ
の
詩
の
冒
頭
の
二
句
は
、
語
彙
こ
そ
異
な
る
が
、
辺
境

の
関
所
の
遠
さ
と
使
者
の
不
通
と
い
う
、
お
よ
そ
同
じ
発
想
に

お
い
て
故
郷
と
の
断
絶
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。「
楡
関
」
は
漢
の

頃
、
匈
奴
の
侵
攻
を
防
ぐ
た
め
に
現
在
の
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区

オ
ル
ド
ス
地
方
を
流
れ
る
黄
河
の
北
岸
に
置
か
れ
た
関
所
で
あ

り
、「
玉
関
」
は
玉
門
関
で
、
同
じ
く
漢
代
に
河
西
回
廊
の
防
衛

を
目
的
と
し
て
置
か
れ
た
。
現
在
の
甘
肅
省
敦
煌
市
の
北
西
の

地
で
あ
る
。
異
な
る
二
つ
の
土
地
を
指
す
が
、詩
中
に
お
い
て
概

念
、象
徴
す
る
と
こ
ろ
は
同
じ
で
あ
る
。「
擬
詠
懐
」
の
方
は
、対

偶
的
認
識
の
持
続
に
お
い
て
様
々
な
別
離
の
イ
メ
ー
ジ
、
象
徴

を
積
み
上
げ
て
い
き
、
故
郷
と
の
断
絶
、
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
故

国
の
滅
亡
を
対
象
化
す
る
。
こ
れ
も
ま
た
表
現
の
対
偶
志
向
に

支
え
ら
れ
た
持
続
的
な
対
象
化
の
在
り
方
の
一
つ
で
あ
る
三
八
。

そ
う
し
て
結
ば
れ
る
の
は
、
や
は
り
絶
望
的
な
、
回
復
す
る
の
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が
困
難
な
重
い
現
実
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
第
九
句
は
、
炎
帝

の
娘
の
女
娃
が
東
海
で
溺
れ
死
ん
だ
後
、
大
海
を
怨
み
鳥
と
化

し
て
西
山
の
木
を
銜
え
て
は
捨
て
て
海
を
う
ず
め
て
し
ま
お
う

と
し
た
精
衛
の
故
事
に
基
づ
き
三
九
、
第
十
句
は
山
を
削
っ
て
な
く

そ
う
と
し
た
所
謂
「
愚
公
移
山
」
の
故
事
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
更

に
そ
の
山
に
よ
っ
て
黄
河
の
流
れ
を
断
と
う
と
述
べ
て
い
る
。四
〇

そ
れ
は
明
ら
か
に
不
可
能
な
こ
と
で
あ
り
、
あ
ま
り
に
無
力
で
、

徒
労
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
こ
の
う
た
を
通
し
て
、
対
偶

的
認
識
を
持
続
さ
せ
た
果
て
に
庾
信
が
獲
得
し
得
た
あ
ま
り
に

重
い
現
実
で
あ
り
、
或
い
は
そ
れ
に
徒
労
を
以
て
向
き
合
わ
ざ

る
を
得
な
い
無
力
な
己
の
現
在
な
の
で
あ
る
。

絶
句
体
詩
で
は
、
冒
頭
の
二
句
の
限
り
に
お
い
て
は
、「
擬
詠

懐
」
と
同
様
に
故
郷
と
の
断
絶
を
対
象
化
し
、
持
続
的
に
認
識

を
巡
ら
せ
、
或
い
は
深
め
て
い
く
契
機
を
内
在
し
て
い
る
。
加

え
て
言
え
ば
、
詩
を
寄
せ
る
相
手
の
王
琳
は
、
江
陵
の
元
帝
蕭

繹
に
仕
え
た
庾
信
の
旧
知
で
、
江
陵
が
陥
落
し
た
後
も
陳
氏
の

禅
譲
を
認
め
ず
、
梁
の
再
興
に
命
を
賭
し
て
抵
抗
し
続
け
た
人

で
あ
っ
た
。
言
っ
て
み
れ
ば
、庾
信
に
と
っ
て
故
国
の
滅
亡
、己

の
歴
史
的
経
験
を
生
々
し
く
喚
び
起
こ
さ
せ
得
る
よ
う
な
、
或

い
は
異
朝
に
仕
え
る
己
を
省
み
る
こ
と
を
促
す
鏡
の
よ
う
な
対

象
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
第
三
句
で
対
偶
的
認
識
を

断
ち
切
り
、
手
紙
を
開
い
て
悲
嘆
に
暮
れ
る
己
の
情
を
述
べ
て

詩
を
結
ん
で
し
ま
う
。
述
べ
表
さ
れ
る
情
は
、
こ
れ
ま
で
に
見

た
絶
句
体
詩
と
同
様
に
、
過
去
を
断
ち
切
っ
た
、
具
体
的
な
歴

史
的
経
験
が
捨
象
さ
れ
た
い
ま
と
し
て
の
現
在
か
ら
の
悲
哀
で

あ
る
と
言
え
よ
う
。「
擬
詠
懐
」に
お
い
て
は
認
識
せ
ざ
る
を
得

な
い
よ
う
な
重
い
現
実
、
歴
史
的
経
験
を
抱
え
な
が
ら
生
か
さ

れ
る
現
在
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
四
一

庾
信
の
絶
句
体
詩
は
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
も
の
以
外
で
も
、

三
八 

前
掲
安
藤
書
は
「
遠
く
関
塞
を
守
る
戍
卒
の
よ
う
な
孤
絶
感
と
、
夫

を
関
塞
に
送
り
出
し
た
妻
の
よ
う
な
喪
失
感
を
同
時
に
抱
え
て
い
る
語

り
手
の
、
自
己
の
実
体
験
を
切
り
捨
て
た
所
か
ら
生
じ
た
象
徴
的
表
現
」

と
指
摘
し
て
い
る
。

三
九 『
山
海
経
』
北
山
経
。

四
〇 『
列
子
』
湯
問
篇
。

四
一 

こ
の
絶
句
体
詩
の
後
の
二
句
に
は
「
千
行
涙
」
と
「
万
里
書
」
と
を

対
置
し
て
い
る
よ
う
に
、
な
お
対
偶
的
認
識
が
残
存
し
て
い
る
と
言
え

よ
う
が
、
句
全
体
と
し
て
は
厳
密
な
対
偶
を
構
成
し
て
お
ら
ず
、
ま
た

意
味
上
互
い
に
因
果
関
係
に
あ
る
の
で
、
対
偶
志
向
を
残
し
つ
つ
も
散

句
志
向
が
勝
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
理
解
し
た
。
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梁
王
朝
の
崩
壊
と
い
う
歴
史
事
実
に
由
来
す
る
故
郷
と
の
断
絶
、

或
い
は
そ
れ
を
背
景
に
し
た
友
人
と
の
別
れ
な
ど
を
し
ば
し
ば

モ
チ
ー
フ
に
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
お
い
て
も｢

擬
詠
懐｣

に
見

た
よ
う
な
自
己
の
歴
史
的
経
験
に
認
識
を
巡
ら
せ
た
り
、
も
し

く
は
そ
の
果
て
に
辿
り
着
く
よ
う
な
絶
望
を
そ
の
一
面
で
も
表

立
っ
て
認
識
し
た
り
す
る
こ
と
は
お
よ
そ
な
い
。
多
く
は
こ
こ

に
見
た
よ
う
に
、
い
ま
こ
こ
に
直
面
し
て
い
る
断
絶
や
別
離
と

い
う
現
状
を
嘆
き
、
時
に
は
す
ぐ
に
打
ち
消
さ
れ
る
と
し
て
も

未
来
に
お
け
る
回
復
を
望
ん
で
み
せ
た
よ
う
に
、
回
復
不
可
能

な
過
去
と
は
切
り
離
さ
れ
た
現
在
的
な
感
情
が
う
た
わ
れ
て
い

る
。
彼
の
絶
句
体
詩
に
内
在
す
る
表
現
構
造
と
し
て
の
対
偶
か

ら
の
脱
却
、
散
句
へ
の
志
向
は
、
そ
う
し
た
感
情
の
表
出
、
詩

的
世
界
の
構
築
を
支
え
て
い
る
。
六
朝
の
修
辞
に
傾
斜
し
た
時

代
の
た
だ
中
を
生
き
、
更
に
そ
の
先
端
に
あ
っ
て
六
朝
修
辞
主

義
を
極
点
に
お
い
て
体
現
し
て
い
た
庾
信
の
詩
文
に
は
、
表
現

の
時
代
性
と
し
て
の
対
偶
へ
の
志
向
が
ま
ず
は
色
濃
く
看
取
で

き
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
加
え
て
そ
の
一
端

を｢

擬
詠
懐｣

詩
に
見
た
よ
う
に
、
庾
信
は
南
朝
時
代
に
培
っ
た

そ
れ
を
た
だ
の
華
美
精
緻
な
修
飾
に
止
め
ず
に
、
現
実
を
刻
み
、

己
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
く
認
識
様
式
と
し
て
高
め
、
或
い
は

深
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
絶
句
体
詩
に
お
い

て
は
、
対
偶
を
重
ね
る
ほ
ど
に
重
く
の
し
か
か
り
、
認
識
を
持

続
さ
せ
る
ほ
ど
に
絡
み
つ
く
歴
史
的
事
実
の
呪
縛
を
振
り
払
う

よ
う
に
し
て
、
対
偶
的
認
識
を
断
ち
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
過
去

の
歴
史
的
経
験
を
捨
象
し
、
い
ま
こ
こ
に
あ
る
現
在
的
な
情
動

を
う
た
い
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
た
、
故
国
の

滅
亡
と
い
う
歴
史
事
実
や
、
そ
の
過
程
に
お
け
る
自
ら
の
具
体

的
な
経
験
と
し
て
の
過
去
を
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
忘
却
す
る

こ
と
と
は
決
し
て
同
義
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
絶
句
体
詩
の
表
現

に
よ
っ
て
直
面
す
る
現
在
は
、
言
わ
ば
、
過
去
の
分
厚
い
堆
積

の
表
層
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
の
薄
い
皮
の
一
枚
を
め
く
っ
て

し
ま
え
ば
、
お
ぞ
ま
し
い
歴
史
事
実
、
歴
史
的
経
験
が
湛
え
る

現
在
で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
庾
信
は
そ
こ
で
多
く
悲
嘆
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
。
た
だ
、
か
り
そ
め
で
あ
っ
て
も
そ
う
し
た

過
去
か
ら
の
ぬ
か
る
み
を
逃
れ
、
現
在
と
し
て
の
薄
皮
一
枚
の

上
に
表
現
を
通
じ
て
立
ち
得
て
い
る
。
こ
こ
に
ま
ず
は
庾
信
の

表
現
営
為
の
全
体
に
お
け
る
絶
句
体
詩
創
作
の
意
義
を
認
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
対
偶
的
認
識
に
お
い
て
は
辿
り
着
く
の
が
難

し
か
っ
た
現
実
を
獲
得
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
更
に
言

え
ば
、
対
偶
志
向
に
支
え
ら
れ
た
表
現
的
世
界
に
お
け
る
過
去

「文学部紀要」文教大学文学部29-1号　樋口泰裕

（51）

－154－



と
の
関
係
と
は
異
な
っ
た
関
わ
り
、
も
し
く
は
そ
れ
と
は
別
の

過
去
へ
の
視
線
を
持
ち
得
る
可
能
性
を
孕
む
も
の
で
あ
っ
た
と

考
え
得
る
か
ら
で
あ
る
。

四

「
奉
和
趙
王
看
妓
（
伎
）」
の
同
じ
詩
題
を
持
つ
絶
句
体
と
八

句
形
式
の
二
詩
の
比
較
に
お
い
て
、
絶
句
体
詩
が
叙
情
を
志
向

し
て
い
る
こ
と
を
先
に
述
べ
た
が
、
こ
れ
ま
で
に
見
た
絶
句
体

詩
に
お
い
て
も
起
ち
上
げ
ら
れ
て
い
た
世
界
は
、
飛
び
行
く
雁

を
う
た
う
に
し
ろ
、
郊
外
の
散
策
を
う
た
う
に
し
ろ
、
或
い
は
王

朝
の
滅
亡
、
故
国
の
喪
失
を
嘆
き
、
友
と
の
再
会
を
期
し
、
ま
た

そ
れ
と
の
離
別
を
悲
し
む
に
し
ろ
、
表
出
さ
れ
る
感
情
に
よ
っ

て
、
も
し
く
は
あ
る
情
趣
、
情
緒
の
喚
起
と
拡
充
に
よ
っ
て
詩
の

世
界
が
成
立
し
て
い
る
叙
情
的
な
世
界
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

絶
句
体
詩
一
般
が
本
来
的
に
叙
情
を
志
向
す
る
傾
向
に
あ
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
研
究
に
言
及
す
る
も
の
が
あ
り
四
二
、

確
か
に
庾
信
の
絶
句
体
詩
も
全
体
を
通
し
て
叙
情
的
な
世
界
を

構
築
し
て
い
る
。

次
の
う
た
を
見
て
み
よ
う
。

和
侃
法
師
三
絶 

其
一　
　

侃
法
師
に
和
す
三
絶 

其
の
一

秦
關
望
楚
路　
　

秦
関 

楚
路
を
望
み

灞
岸
想
江
潭　
　

灞
岸 

江
潭
を
想
う

幾
人
應
淚
落　
　

幾
人
か
応
に
涙
の
落
つ
べ
き

看
君
馬
向
南　
　

君
が
馬
の
南
に
向
か
う
を
看
る

こ
の
詩
を
和
し
た
相
手
の
侃
法
師
が
誰
か
は
わ
か
ら
な
い
。

恐
ら
く
は
南
方
出
身
の
僧
侶
で
、
北
方
よ
り
帰
国
の
途
に
つ
く

彼
を
見
送
っ
た
作
で
あ
る
。
別
れ
の
場
に
は
庾
信
と
同
じ
境
遇

の
者
た
ち
が
複
数
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
第
三
句
は
そ
れ
を
示
唆

し
て
い
る
。「
秦
関
」は
函
谷
関
で
あ
る
。
函
谷
関
よ
り
南
の
楚

の
地
へ
と
続
く
道
を
眺
め
、
長
安
の
東
を
流
れ
る
灞
水
の
岸
辺

に
佇
み
故
郷
の
長
江
の
ほ
と
り
を
思
う
。
冒
頭
の
二
句
は
対
偶

に
よ
っ
て
故
郷
と
の
断
絶
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
三

四
二 

銭
倉
水
「
論
叙
事
絶
句
」（『
淮
陰
師
専
学
報
』
第
一
九
巻
、
一
九
九

七
年
第
一
期
）、
銭
志
煕
「
論
絶
句
体
的
発
生
歴
史
和
盛
唐
絶
句
芸
術
」

（『
中
国
詩
歌
研
究
』
第
五
輯
、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
八
年
）
な
ど
。
五

言
四
句
の
二
十
字
と
い
う
相
対
的
に
少
な
い
字
数
の
表
現
様
式
に
あ
っ

て
は
、
よ
り
叙
情
的
喚
起
を
追
求
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
当
然
の
こ

と
で
あ
ろ
う
。
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句
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
絶
句
体
詩
と
同
じ
よ
う
に

対
偶
的
認
識
を
断
ち
切
り
、
散
句
に
よ
っ
て
い
ま
こ
こ
に
直
面

し
て
い
る
友
と
の
別
れ
の
場
で
涙
を
流
し
な
が
ら
、
出
立
す
る

法
師
を
送
る
悲
哀
の
情
が
述
べ
ら
れ
る
。
過
去
と
の
連
な
り
を

断
ち
切
り
、
己
の
歴
史
的
経
験
が
捨
象
さ
れ
た
現
在
的
な
悲
哀

で
あ
り
、
そ
う
し
た
悲
し
み
の
情
緒
に
充
ち
た
叙
情
の
世
界
の

中
に
語
り
手
は
浸
っ
て
い
る
。

故
郷
と
の
断
絶
を
対
偶
的
認
識
に
よ
っ
て
捉
え
た
冒
頭
二
句

の
う
ち
に
、
先
に
見
た
「
擬
詠
懐
」
詩
の
如
く
そ
う
し
た
断
絶

を
も
た
ら
し
た
故
国
の
滅
亡
と
い
う
歴
史
事
実
、
或
い
は
そ
の

過
程
に
お
け
る
己
の
歴
史
的
経
験
へ
と
認
識
を
持
続
的
に
巡
ら

せ
て
い
く
契
機
を
孕
ん
で
い
る
と
す
れ
ば
、
絶
句
体
詩
に
お
い

て
そ
う
し
た
重
い
歴
史
事
実
、
一
つ
一
つ
の
お
ぞ
ま
し
い
歴
史

的
経
験
は
、
過
去
を
断
ち
切
っ
た
現
在
的
な
叙
情
の
世
界
の
中

に
昇
華
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
う
し
た

表
現
営
為
は
、
た
と
え
獲
得
さ
れ
る
表
現
的
現
実
が
悲
哀
の
現

実
で
あ
ろ
う
と
も
、
む
し
ろ
悲
哀
の
情
緒
を
喚
起
す
る
叙
情
の

世
界
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
調
和
の
実
世
界
を
生
き
る
庾

信
に
カ
タ
ル
シ
ス
の
よ
う
な
浄
化
作
用
を
も
た
ら
す
こ
と
に
も

な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
五
十
五
首
の
全
て
に
お
い
て

で
は
な
い
と
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
渡
北
後
も
繰
り

返
さ
れ
た
叙
情
は
、
過
去
を
負
い
な
が
ら
枯
木
の
よ
う
に
生
か

さ
れ
る
実
世
界
に
お
い
て
自
ず
と
沸
き
起
こ
り
、
時
に
は
表
現

世
界
に
お
い
て
も
一
層
鮮
烈
な
イ
メ
ー
ジ
を
結
び
な
が
ら
自
覚

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
悔
恨
、
自
責
、
恥
辱
と
い
っ
た
積
極
的

な
生
を
妨
げ
る
様
々
な
情
緒
を
吐
瀉
し
、
激
し
い
情
動
の
う
ち

に
昇
華
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
う
し
た
情
緒
の
喚
起
に
よ
る
心
的
解
放
も
、
ま
た
過
去
を
断

ち
切
っ
た
現
在
と
し
て
の
現
実
も
、
わ
ず
か
二
十
字
の
刹
那
に

お
け
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
表
現
が
彼
を
取
り
巻
く
実
世
界
に
大

き
な
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

圧
倒
的
な
現
実
を
前
に
、
表
現
は
あ
ま
り
に
無
力
で
あ
る
。
五

言
四
句
の
小
さ
な
叙
情
の
世
界
を
抜
け
出
て
し
ま
え
ば
、
故
国

の
喪
失
と
い
う
歴
史
事
実
は
再
び
彼
の
中
に
凝
り
固
ま
っ
た
で

あ
ろ
う
し
、
歴
史
的
経
験
を
背
負
い
な
が
ら
過
去
に
囚
わ
れ
た

重
い
現
実
を
改
め
て
生
か
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
た
と
え
、
そ
れ
が
か
り
そ
め
の
詩
的
世
界
に
お
け
る
こ

と
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、過
去
の
呪
縛
を
断
ち
切
る
こ
と
は
、そ

れ
に
向
き
合
え
ば
絶
望
へ
と
導
か
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
過
去

と
の
、
ま
た
異
な
る
向
き
合
い
方
を
促
し
、
実
現
す
る
こ
と
も
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あ
っ
た
。

次
の
詩
を
見
て
み
よ
う
。

　

望
渭
水　
　

渭
水
を
望
む

樹
似
新
亭
岸　
　

樹
は
新
亭
の
岸
に
似

沙
如
龍
尾
灣　
　

沙
は
龍
尾
湾
の
如
し

犹
言
吟
溟
浦　
　

猶
溟
浦
に
吟
ず
と
言
う
が
ご
と
し

應
有
落
帆
還　
　

応
に
落
帆
の
還
る
有
る
べ
し

長
安
の
北
を
流
れ
る
渭
水
か
ら
の
眺
め
を
詠
じ
た
渡
北
後
の

作
で
あ
る
。「
新
亭
」は
か
つ
て
の
南
朝
詩
人
た
ち
に
よ
る
作
詩

の
場
に
も
し
ば
し
ば
な
っ
た
、
建
康
城
の
南
、
丹
陽
郡
に
あ
っ

た
渡
し
場
で
あ
る
四
三
。「
龍
尾
」
に
つ
い
て
、
倪
璠
は
『
越
絶

書
』
を
引
き
、「
北
顧
に
随
い
て
以
て
西
し
、
陽
下
渓
を
度
り
、

過
り
て
山
陽
、
龍
尾
の
西
を
歴
て
大
い
に
決
し
、
安
湖
に
通
ず

（
隨
北
顧
以
西
、
度
陽
下
溪
、
過
歷
山
陽
、
龍
尾
西
大
決
、
通
安

湖
）。」
四
四
と
あ
れ
ば
、
や
は
り
建
康
城
付
近
を
流
れ
る
長
江
の

沿
岸
で
あ
っ
た
。
対
偶
的
認
識
に
よ
っ
て
渭
水
の
川
沿
い
に
立

つ
木
々
と
横
た
わ
る
砂
辺
と
に
か
つ
て
の
江
南
を
思
い
起
こ
す

冒
頭
の
二
句
は
、
自
身
が
い
ま
身
を
置
く
北
朝
の
現
在
と
か
つ

て
身
を
置
い
て
い
た
南
朝
の
過
去
と
を
対
比
的
に
う
た
う
構
図
、

発
想
と
い
う
点
に
お
い
て
、
先
の
「
和
侃
法
師
」
詩
に
似
る
が
、

散
句
に
よ
っ
て
志
向
さ
れ
、
喚
び
起
こ
さ
れ
る
叙
情
の
世
界
は

決
し
て
同
じ
で
は
な
い
。
こ
の
詩
に
お
い
て
起
ち
上
げ
ら
れ
て

い
る
帆
を
落
と
し
た
船
が
や
が
て
岸
辺
に
帰
っ
て
く
る
夕
暮
れ

時
の
情
景
は
、「
猶
」
字
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
庾
信
の
眼

前
に
外
在
し
て
い
る
北
方
の
景
で
は
な
く
、
か
つ
て
の
、
滅
亡

す
る
前
の
江
南
の
景
で
あ
ろ
う
。
思
う
に
第
三
四
句
は
、
庾
信

の
一
世
代
前
の
南
朝
を
代
表
す
る
詩
人
で
あ
っ
た
何
遜
、
字
は

仲
言
の
次
の
詩
を
踏
ま
え
て
い
る
四
五
。

宿
南
洲
浦
詩　
　

南
洲
の
浦
に
宿
る
詩

幽
棲
多
暇
豫　
　

幽
棲 

暇
豫
多
く

從
役
知
辛
苦　
　

従
役 

辛
苦
を
知
る

解
纜
乁
朝
風　
　

纜
を
解
き
て
朝
風
に
及
び

四
三 

南
斉
謝
朓
に
「
新
亭
渚
別
范
零
陵
雲
詩
」、「
和
徐
都
曹
出
新
亭
渚
詩
」

が
あ
り
、
ま
た
、
梁
で
は
、
簡
文
帝
蕭
綱
に
「
侍
遊
新
亭
應
令
詩
」、
ま

た
劉
孝
綽
に
「
春
日
從
駕
新
亭
應
制
詩
」
な
ど
が
あ
る
。

四
四 『
越
絶
書
校
釈
』
中
華
書
局
、
二
〇
一
三
年
。
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落
帆
依
暝
浦　
　

帆
を
落
と
し
て
暝
浦
に
依
る

違
鄕
已
信
次　
　

違
郷 

已
に
信
次
に
し
て

江
月
初
三
五　
　

江
月 

初
め
て
三
五
な
り

沈
沈
夜
看
流　
　

沈
沈
と
し
て
夜
に
流
れ
を
看

淵
淵
朝
聽
鼓　
　

淵
淵
と
し
て
朝
に
鼓
を
聴
く

霜
洲
渡
旅
雁　
　

霜
洲 
旅
雁
渡
り

朔
飇
吹
宿
莽　
　

朔
飇 
宿
莽
を
吹
く

夜
淚
坐
淫
淫　
　

夜
涙 

坐
ろ
に
淫
淫
た
り

是
夕
偏
懷
土　
　

是
の
夕 

偏
え
に
土
を
懐
う

何
遜
が
安
西
将
軍
、
安
成
王
の
蕭
秀
の
下
に
参
軍
事
と
し
て

郢
州
（
湖
北
省
）
に
赴
任
す
る
際
に
う
た
っ
た
と
さ
れ
る
五
言

十
二
句
で
あ
る
四
六
。
詩
題
に
見
え
る
「
南
洲
」
は
、
蒲
圻
（
湖

北
省
）
の
あ
た
り
に
位
置
し
た
中
洲
で
、
当
時
何
遜
は
都
か
ら

郢
州
を
目
指
し
長
江
を
上
る
旅
路
に
あ
り
、
途
中
で
旅
の
愁
い

を
詠
じ
た
の
で
あ
っ
た
。行
旅
の
辛
苦
か
ら
う
た
い
起
こ
し
、第

二
聯
に
、
朝
に
船
を
出
し
、
日
が
沈
み
暗
く
な
っ
た
川
岸
に
帆

を
落
と
し
て
停
泊
す
る
様
子
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
庾
信
の
幻

視
す
る
情
景
が
、
措
辞
と
情
緒
に
お
い
て
何
詩
の
第
二
聯
を
踏

ま
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
渭
水
の
ほ
と
り
に
立

ち
、岸
辺
の
木
々
と
砂
辺
に
江
南
の
地
と
の
類
似
を
認
識
し
、か

つ
て
の
南
朝
詩
人
の
目
に
映
っ
て
い
た
在
り
し
日
の
江
南
の
情

景
を
穏
や
か
に
現
前
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
叙
情
の
世

界
の
中
で
、
庾
信
が
浸
り
、
或
い
は
そ
こ
か
ら
享
受
し
て
い
る

の
は
、
嘆
く
ほ
か
に
な
い
現
在
的
な
悲
哀
で
あ
っ
た
り
、
過
去

の
ぬ
か
る
み
の
中
で
凝
り
固
ま
っ
た
悔
恨
や
拭
い
去
る
こ
と
の

で
き
な
い
恥
辱
で
も
無
論
な
い
。
も
の
が
な
し
く
も
や
さ
し
い

四
六 

前
掲
『
何
遜
集
校
注
』。
な
お
、蕭
秀
は
、天
監
十
三
（
五
一
四
）
年

か
ら
三
年
間
、
刺
史
と
し
て
郢
州
を
治
め
て
い
た
。

四
五 

何
遜
の
生
卒
年
は
正
確
に
は
未
詳
。
生
年
に
つ
い
て
言
え
ば
、
二
十

歳
の
頃
に
秀
才
に
推
挙
さ
れ
、
そ
の
際
に
著
し
た
「
與
建
安
王
謝
擧
秀

才
箋
」
の
建
安
王
を
誰
と
見
な
す
か
に
よ
っ
て
諸
説
に
分
か
れ
、
早
く

に
想
定
す
る
も
の
と
し
て
は
李
伯
斉
『
何
遜
集
校
注
』（
修
訂
本
、
中
華

書
局
、
二
〇
一
二
年
）
の
劉
宋
泰
始
二
（
四
六
六
）
年
説
が
あ
り
、
遅

く
考
え
る
も
の
で
は
、
蒋
立
甫
「
何
遜
年
譜
簡
編
」（『
安
徽
師
範
大
学

学
報
』
哲
学
社
会
科
学
版
一
九
八
六
年
二
期
、
一
九
八
六
年
五
月
）、
曹

道
衡
「
何
遜
生
卒
年
問
題
試
考
」（『
中
古
文
学
史
論
文
集
』
中
華
書
局
、

一
九
八
六
年
）
の
南
斉
建
元
二
（
四
八
〇
）
年
説
、
方
濤
「
何
遜
生
年

小
考
」（『
長
春
大
学
学
報
』
二
〇
〇
九
年
第
九
期
、
二
〇
〇
九
年
九
月
）

の
南
斉
永
明
元
（
四
八
三
）
年
説
な
ど
が
あ
る
。
蕭
衍
、
丘
遅
、
呉
均

ら
と
同
じ
世
代
に
属
す
る
。
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憂
愁
と
も
言
う
べ
き
、甘
美
な
郷
愁
で
あ
る
。
行
旅
の
途
中
、船

中
で
郷
愁
を
募
ら
せ
た
も
と
の
詩
の
語
り
手
を
踏
ま
え
て
言
え

ば
、
庾
信
に
あ
っ
て
は
北
方
と
南
方
と
い
う
空
間
的
な
隔
た
り

に
、
更
に
現
在
と
過
去
と
い
う
時
間
的
な
隔
た
り
が
重
な
っ
て

い
る
。
そ
う
し
た
二
重
の
隔
絶
に
お
い
て
生
じ
る
郷
愁
に
充
ち

た
叙
情
的
空
間
を
、
何
詩
を
踏
ま
え
イ
メ
ー
ジ
的
に
織
り
あ
げ
、

不
可
逆
的
な
時
空
と
し
て
の
在
り
し
日
の
故
国
を
甘
く
美
し
く

追
憶
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
二
重
の
郷
愁
に
充
た
さ
れ
た
叙
情
の
世
界
を
改
め
て
時

間
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
直
せ
ば
、
在
り
し
日
の
江
南
、
い
ま

は
亡
き
故
国
と
い
う
点
に
お
い
て
、
北
朝
に
生
き
る
庾
信
に

と
っ
て
そ
れ
は
不
可
逆
的
な
過
去
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
過
去
と
、
先
に
「
擬
詠
懐
」
詩
に
見
た
対
偶
を
通
じ
て
対

象
化
さ
れ
認
識
さ
れ
た
歴
史
的
事
実
、
自
己
の
歴
史
的
経
験
と

し
て
の
過
去
は
、
そ
の
時
間
と
し
て
の
在
り
様
に
お
い
て
本
質

的
に
区
別
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
後
者
は
、
現
在
を
継
起
し
、
因
果

的
な
連
関
に
お
い
て
認
識
さ
れ
る
過
去
で
あ
り
、つ
ま
り
は
、水

平
的
に
流
れ
る
時
間
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
り
、
さ
れ
ば
こ
そ
庾

信
は
、
時
に
そ
う
し
た
歴
史
的
事
実
、
歴
史
的
経
験
に
呪
縛
さ

れ
た
過
去
と
も
現
在
と
も
判
然
と
し
難
い
現
実
を
抱
え
こ
ま
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、「
望
渭
水
」
詩

に
お
い
て
幻
視
さ
れ
た
か
つ
て
の
江
南
と
い
う
過
去
は
、
現
在

と
は
切
り
離
さ
れ
た
、現
在
か
ら
過
去
、或
い
は
未
来
へ
と
、持

続
的
に
認
識
さ
れ
る
時
間
の
流
れ
を
垂
直
的
に
断
ち
切
る
こ
と

に
よ
っ
て
現
前
し
得
た
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
閉
じ
ら
れ
た
過

去
で
あ
る
。
単
に
近
い
過
去
か
ら
よ
り
遠
い
過
去
へ
、
滅
亡
後

か
ら
滅
亡
前
へ
と
水
平
的
に
時
間
を
延
ば
し
て
い
る
の
で
は
な

い
。
自
ら
の
原
体
験
に
何
詩
の
イ
メ
ー
ジ
を
流
し
こ
み
、
そ
し

て
織
り
上
げ
た
、
言
っ
て
み
れ
ば
原
風
景
な
い
し
物
語
、
虚
構

と
し
て
の
過
去
な
の
で
あ
る
。
詩
の
語
り
手
は
、
そ
こ
に
生
じ

る
相
対
的
で
は
な
い
絶
対
的
な
距
離
、
間
隔
に
お
い
て
、
在
り

し
日
の
故
国
と
し
て
の
過
去
を
、
感
傷
的
に
追
慕
し
、
或
い
は

美
的
に
享
受
し
得
て
い
る
。
逆
か
ら
言
え
ば
、
そ
う
し
た
距
離

を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
甘
く
美
し
い
追
憶
の
対
象
と
し
て
過

去
と
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
。「
擬
詠
懐
」詩

に
お
い
て
は
到
底
な
し
得
ず
、
ま
た
多
く
が
現
在
的
に
悲
哀
す

る
ば
か
り
の
絶
句
体
詩
の
大
半
に
お
い
て
も
な
し
難
か
っ
た
現

在
と
過
去
と
の
調
和
が
、
こ
こ
に
は
実
現
し
て
い
る
。
こ
の
垂

直
の
展
望
に
お
け
る
虚
構
と
し
て
の
過
去
の
現
前
化
も
ま
た
、

水
平
的
な
時
間
の
流
れ
と
し
て
の
対
偶
的
認
識
を
断
ち
切
り
、
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過
去
の
歴
史
事
実
、
己
の
歴
史
的
経
験
を
捨
象
す
る
認
識
様
式

と
し
て
の
散
句
志
向
に
お
い
て
こ
そ
可
能
に
な
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
視
線
に
よ
っ
て
過
去
と
向
き
合
う
も
の

は
、
顕
著
な
例
と
し
て
は
こ
の
詩
の
他
に
は
見
え
な
い
が
、
絶

句
体
詩
創
作
が
持
つ
表
現
的
意
義
の
大
き
な
可
能
性
の
一
つ
と

し
て
理
解
し
た
い
。

五

過
去
と
の
連
な
り
に
お
い
て
現
在
は
認
識
さ
れ
、
そ
れ
故
に

現
在
は
自
ず
と
未
来
を
期
待
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た

当
た
り
前
の
時
間
の
相
の
上
に
こ
そ
生
は
営
ま
れ
る
も
の
で
あ

れ
ば
、
過
去
に
囚
わ
れ
、
過
去
と
も
現
在
と
も
判
然
と
し
な
い

現
実
に
あ
っ
た
庾
信
は
、
少
な
く
と
も
表
現
的
に
は
生
き
づ
ら

か
っ
た
に
違
い
な
い
。
表
現
の
次
元
に
お
い
て
、
生
が
切
り
ひ

ら
か
れ
に
く
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
、

嘆
き
悲
し
む
ば
か
り
の
現
在
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ま
た
期
待

さ
れ
る
未
来
も
表
現
し
た
そ
ば
か
ら
潰
え
て
し
ま
う
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
過
去
の
呪
縛
か
ら
逃
れ
、
薄
皮
一
枚

の
現
在
の
上
に
立
と
う
と
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
更
に
比
喩

を
重
ね
れ
ば
、
重
い
泥
の
湛
え
る
過
去
の
ぬ
か
る
み
の
底
か
ら

そ
の
表
面
に
向
け
て
あ
わ
粒
の
現
在
を
吐
き
出
し
得
て
い
る
点

に
お
い
て
、
渡
北
後
も
繰
り
返
し
う
た
わ
れ
た
五
言
絶
句
体
詩

は
、
未
来
を
期
待
で
き
な
い
死
に
体
で
あ
っ
た
己
の
生
を
回
復

し
、
未
来
に
向
け
て
生
を
切
り
ひ
ら
こ
う
と
す
る
営
み
で
あ
っ

た
と
言
え
、
渡
北
後
の
表
現
者
と
し
て
の
庾
信
に
と
っ
て
紛
れ

も
な
く
必
要
で
、
意
義
の
あ
る
重
要
な
営
み
で
あ
っ
た
。

冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
五
言
絶
句
体
は
、
南
斉
の
頃
か
ら

盛
ん
に
作
ら
れ
は
じ
め
、
従
来
の
南
朝
民
歌
の
流
れ
か
ら
派
生

し
て
次
第
に
新
興
の
詩
体
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
、
言
わ
ば

修
辞
主
義
に
傾
斜
し
た
南
朝
文
学
を
象
徴
す
る
よ
う
な
ジ
ャ
ン

ル
で
あ
り
、
南
朝
時
代
の
庾
信
は
恐
ら
く
は
父
肩
吾
、
及
び
徐

摛
、
徐
陵
父
子
ら
と
共
に
そ
う
し
た
詩
体
の
作
り
手
と
し
て
中

心
に
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
庾
信
と
い
う
一
人
の

表
現
者
に
お
い
て
、
断
絶
的
に
捉
え
ら
れ
が
ち
な
南
朝
時
代
に

お
け
る
営
み
と
北
朝
時
代
に
お
け
る
営
み
と
が
し
か
と
連
続
す

る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
論
の

考
察
の
目
的
か
ら
は
少
し
外
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
た
め
、
直
接

の
考
察
の
対
象
と
は
し
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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