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曹
植
の
所
謂
「
辞
賦
小
道
」
を
め
ぐ
っ
て

五
一

は
じ
め
に

　

本
論
は
、
曹
植
の
「
辞
賦
小
道
」
と
い
う
発
言
を
軸
と
し
て
、
主

に
漢
か
ら
魏
に
か
け
て
の
文
人
が
、
辞
賦
と
い
う
文
体
を
ど
の
よ
う

に
と
ら
え
て
い
た
か
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
賦
と
い
う
文
体
が

確
立
し
た
と
見
ら
れ
る
漢
代
以
降
、
つ
ま
り
、
賦
と
い
う
文
体
が
意

識
さ
れ
始
め
た
頃
か
ら
、常
に
賦
に
対
す
る
意
見
は
出
さ
れ
て
い
た
。

例
え
ば
、
揚
雄
が
い
う
「
詩
人
の
賦
」、「
辞
人
の
賦（
１
）」

と
い
う
も
の

や
、班
固
が
い
う
「
賦
は
古
詩
の
流
な
り（
２
）」

が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
を
見
れ
ば
、
賦
は
、
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
ど
の
よ
う
な
も
の

が
良
い
作
品
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
絶
え
ず
議
論
さ
れ
て
き
た
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

　

そ
の
後
、
後
漢
末
か
ら
魏
に
か
け
て
生
き
た
曹
植
も
、「
辞
賦
は

小
道（
３
）」
と
、
賦
を
軽
ん
じ
る
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ

曹
植
の
所
謂
「
辞
賦
小
道
」
を
め
ぐ
っ
て

鈴　

木　

崇　

義

い
て
魯
迅
は
、「
曹
丕
は
、
文
章
に
よ
っ
て
名
声
を
千
載
に
残
す
こ

と
が
で
き
る
、
と
申
し
ま
し
た
が
、
子
建
（
曹
植
）
は
反
対
に
、
文

章
は
小
道
で
、
論
ず
る
に
足
り
な
い
、
と
言
い
ま
し
た
。
し
か
し
私

の
考
え
で
は
、
こ
の
子
建
の
論
は
、
た
ぶ
ん
本
心
で
は
な
い
と
思
い

ま
す（
４
）。」
と
述
べ
、
曹
植
は
文
学
的
な
才
能
を
有
し
て
い
て
も
政
治

的
な
面
で
活
躍
で
き
な
か
っ
た
か
ら
、
文
章
は
役
に
立
た
な
い
と

言
っ
た
の
だ
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
前
漢
末
の
揚
雄
も
、
賦
を
得
意

と
し
な
が
ら
も
賦
は
役
に
立
た
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
彼
ら
は
な
ぜ

こ
の
よ
う
に
賦
を
否
定
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

本
論
は
、
曹
植
の
こ
の
発
言
を
手
が
か
り
に
、
漢
魏
に
お
け
る
賦

に
関
す
る
議
論
を
俯
瞰
し
、
当
時
の
文
人
達
が
辞
賦
を
ど
の
よ
う
な

も
の
と
考
え
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ

る
。



五
二

國
學
院
中
國
學
會
報
　
第
六
十
五
輯

一
，
前
漢
に
お
け
る
議
論
︱
枚
皐
・
揚
雄
・
劉
向
、

劉
歆
︱

　

ま
ず
、
漢
代
の
辞
賦
に
関
す
る
議
論
の
中
で
古
い
例
と
し
て
『
漢

書
』
の
枚
皐
伝
を
見
て
み
よ
う
。
枚
皐
は
枚
乗
の
子
で
武
帝
に
仕
え

た
。『
漢
書
』
の
本
伝
に
よ
れ
ば
多
く
の
辞
賦
作
品
を
残
し
た
と
さ

れ
る
が
、
現
在
は
そ
の
内
容
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い（
５
）。

武
帝
春
秋
二
十
九
乃
得
皇
子
、
羣
臣
喜
。
故
皋
與
東
方
朔
作
皇

太
子
生
賦
及
立
皇
子
禖
祝
。
受
詔
所
爲
、
皆
不
從
故
事
、
重
皇

子
也
。
初
衞
皇
后
立
、
皋
奏
賦
以
戒
終
。
皋
爲
賦
善
於
朔
也
。

從
行
至
甘
泉
・
雍
・
河
東
、
東
巡
狩
、
封
泰
山
、
塞
決
河
宣
房
、

游
觀
三
輔
離
宮
館
、
臨
山
澤
、
弋
獵
射
馭
狗
馬
蹵
鞠
刻
鏤
、
上

有
所
感
、
輒
使
賦
之
。
爲
文
疾
、
受
詔
輒
成
。
故
所
賦
者
多
。

司
馬
相
如
善
爲
文
而
遲
、
故
所
作
少
而
善
於
皋
。
皋
賦
辭
中
自

言
爲
賦
不
如
相
如
、
又
言
爲
賦
乃
非
。
見
視
如
倡
、
自
悔
類
倡

也
。
故
其
賦
有
詆
娸娸
東
方
朔
、
又
自
詆
娸娸
。
其
文
骫
骳
骫
骳
、
曲
隨

其
事
、
皆
得
其
意
、
頗
詼
笑
、
不
甚
閒
靡
。
凡
可
讀
者
百
二
十

篇
、
其
尤
嫚
戲
不
可
讀
者
尚
數
十
篇
。

武
帝
の
春
秋
二
十
九
に
し
て
乃
ち
皇
子
を
得
、
羣
臣
喜
ぶ
。
故

に
皋 

東
方
朔
と
皇
太
子
生
賦
及
び
立
皇
子
禖ば
い

祝し
ゅ
くを
作
る
。
詔

を
受
け
て
爲
る
所
な
れ
ば
、
皆 

故
事
に
從
は
ず
、
皇
子
を
重

ん
ず
る
な
り
。
初
め
衞
皇
后
立
ち
、
皋 

賦
を
奏
し
て
以
て
終

を
戒
む
。
皋
の
賦
を
爲
る
こ
と
朔
よ
り
善
な
り
。
從
行
し
て
甘

泉
・
雍
・
河
東
に
至
り
、
東
の
か
た
巡
狩
し
て
、
泰
山
に
封
じ
、

決
河
宣
房
を
塞
ぎ
、
三
輔
の
離
宮
館
を
游
觀
し
、
山
澤
に
臨
み
、

弋
獵
・
射
・
馭
狗
馬
・
蹵
し
ゅ
う

鞠き
く

・
刻
鏤
、
上
感
ず
る
所
有
り
、

輒
ち
之
を
賦
せ
し
む
。
文
を
爲つ
く

る
こ
と
疾
く
、
詔
を
受
け
て
輒

ち
成
る
。
故
に
賦
す
る
所
の
者
多
し
。
司
馬
相
如
は
善
く
文
を

爲
る
も
遲
し
。
故
に
作
る
所
は
少
け
れ
ど
も
皋
よ
り
善
し
。
皋

の
賦
は
辭
中
自
ら
賦
を
爲
る
も
相
如
に
如
か
ず
と
言
ひ
、
又 

賦
を
爲
る
は
乃
ち
非
な
り
と
言
ふ
。見
視
す
る
こ
と
倡
の
如
く
、

自
ら
倡
に
類
す
る
を
悔
ゆ
る
な
り
。
故
に
其
の
賦
に
東
方
朔
を

詆て
い

娸娸き

す
る
有
り
、
又
自
ら
詆
娸娸
す
。
其
の
文
は
骫骫い

骳骳ひ

に
し
て
、

其
の
事
を
曲
隨
し
、
皆 

其
の
意
を
得
、
頗
る
詼
笑
し
、
甚
し

く
は
閒
靡
せ
ず
。
凡
そ
讀
む
べ
き
者
は
百
二
十
篇
、
其
の
尤
も

嫚
戲
に
し
て
讀
む
べ
か
ら
ざ
る
者
は
尚
ほ
數
十
篇
な
り（
６
）。

　

枚
皐
は
辞
賦
を
非
常
に
速
く
作
る
こ
と
が
で
き
、
皇
太
子
が
誕
生

し
た
際
に
そ
れ
を
祝
う
辞
賦
を
作
り
、
そ
の
後
も
武
帝
の
行
幸
に
侍

り
事
々
に
賦
を
作
っ
て
奏
上
し
た
。
続
け
て
、
辞
賦
を
作
る
様
子
に

話
は
及
び
、
枚
皐
は
武
帝
の
側
近
く
に
仕
え
て
、
求
め
に
応
じ
て
す



曹
植
の
所
謂
「
辞
賦
小
道
」
を
め
ぐ
っ
て

五
三

ぐ
さ
ま
賦
を
作
っ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
お
そ
ら
く
即
興
で

賦
を
作
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
他
方
、
司
馬
相
如
は
賦
を
作
る
こ
と

が
遅
く
作
品
数
も
少
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
じ
っ
く
り
と
時
間
を
か

け
て
作
ら
れ
た
た
め
か
、
そ
の
作
品
の
内
容
は
枚
皐
よ
り
優
れ
て
い

た
と
い
う
。
こ
の
評
価
の
違
い
は
賦
を
作
る
ス
ピ
ー
ド
の
違
い
に
よ

る
。
作
品
を
完
成
さ
せ
る
ま
で
の
時
間
が
長
け
れ
ば
、
多
様
な
典
故

を
用
い
た
り
、
様
々
に
修
辞
を
練
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
即
興
で
作
り
上
げ
、
か
つ
、
修
辞
を
錬
磨
し
全
体
の
整
理
ま

で
行
き
届
い
た
作
品
と
し
て
完
成
さ
せ
る
の
は
、お
そ
ら
く
難
し
い
。

極
論
す
れ
ば
、
枚
皐
の
賦
は
そ
の
場
限
り
の
娯
楽
の
域
を
出
ず
、
後

世
ま
で
読
み
継
が
れ
る
よ
う
な
完
成
度
の
高
い
作
品
と
し
て
仕
上
げ

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
の
司
馬
相
如
は
、
辞
賦
の
作

成
に
十
分
時
間
を
か
け
、
後
世
に
残
る
作
品
を
生
み
出
す
こ
と
が
で

き
た
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

も
っ
と
も
、
枚
皐
も
こ
の
点
に
つ
い
て
は
自
覚
し
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
自
分
の
作
品
が
一
時
の
娯
楽
と
し
て
消
化
さ
れ
る
だ
け
で
、

司
馬
相
如
の
そ
れ
よ
り
内
容
が
劣
る
と
い
う
こ
と
や
、
自
分
自
身
が

娯
楽
を
提
供
す
る
俳
倡
の
よ
う
な
人
間
と
し
て
し
か
評
価
さ
れ
な

か
っ
た
こ
と
を
後
悔
し
て
い
る
。

　

続
け
て
、
揚
雄
の
言
説
を
見
て
み
よ
う
。
揚
雄
は
『
論
語
』
に
擬

し
て
『
法
言
』
と
い
う
書
物
を
著
し
、
そ
の
中
の
「
吾
子
篇
」
に
辞

賦
に
関
し
て
の
考
え
を
述
べ
て
い
る
。
以
下
、
そ
の
考
え
を
逐
条
み

て
ゆ
く
と
し
よ
う
。

一
、
或
問
、
吾
子
少
而
好
賦
。
曰
、
然
。
童
子
雕
蟲
篆
刻
。
俄

而
曰
、
壯
夫
不
爲
也
。
或
曰
、
賦
可
以
諷
乎
。
曰
、
諷
乎
。
諷

則
已
、
不
已
、
吾
恐
不
免
於
勸
也
。

一
、
或
ひ
と
問
ふ
、
吾
子
少
く
し
て
賦
を
好
む
か
と
。
曰
は
く
、

然
り
。
童
子
の
雕
蟲
篆
刻
な
る
の
み
と
。
俄
か
に
し
て
曰
は
く
、

壯
夫
は
爲
さ
ざ
る
な
り
と
。
或
ひ
と
曰
は
く
、
賦
は
以
て
諷
す

べ
き
か
と
。
曰
は
く
、
諷
せ
ん
か
。
諷
す
れ
ば
已
み
、
已
ま
ず

ん
ば
、
吾
れ
勸
む
る
を
免
れ
ざ
る
を
恐
る
る
な
り
。

　

揚
雄
は
若
い
時
に
辞
賦
を
好
ん
で
作
っ
て
い
た
。し
か
し
そ
れ
は
、

「
童
子
の
雕
蟲
篆
刻
」、す
な
わ
ち
子
供
の
手
遊
び
の
よ
う
な
も
の
で
、

言
葉
を
美
し
く
飾
り
立
て
る
こ
と
に
注
力
し
て
こ
し
ら
え
た
だ
け
に

過
ぎ
な
い
も
の
だ
っ
た
と
い
う
。
続
け
て
、
辞
賦
に
は
風
諭
の
機
能

を
持
た
せ
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
が
な
け
れ
ば
天
子
に
奢
侈
を
勧
め

る
の
み
で
、
政
治
に
資
す
る
も
の
と
は
な
り
得
な
い
と
い
う
考
え
を

述
べ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
揚
雄
が
政
治
や
社
会
に
役
に
立
つ
か
否

か
と
い
う
視
点
で
辞
賦
の
価
値
を
判
断
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ

か
る
。



五
四

國
學
院
中
國
學
會
報
　
第
六
十
五
輯

二
、
或
問
、
景
差
・
唐
勒
・
宋
玉
・
枚
乘
之
賦
也
、
益
乎
。
曰
、

必
也
淫
。
淫
則
奈
何
。
曰
、
詩
人
之
賦
麗
以
則
、
辭
人
之
賦
麗

以
淫
。
如
孔
氏
之
門
用
賦
也
、
則
賈
誼
升
堂
、
相
如
入
室
矣
。

如
其
不
用
何
。

二
、
或
ひ
と
問
ふ
、
景
差
・
唐
勒
・
宋
玉
・
枚
乘
の
賦
は
、
益

あ
る
か
と
。
曰
は
く
、
必
ず
や
淫
な
り
。
淫
な
れ
ば
則
ち
奈
何

と
。
曰
は
く
、
詩
人
の
賦
は
麗
に
し
て
以
て
則
に
、
辭
人
の
賦

は
麗
に
し
て
以
て
淫
な
り
。
孔
氏
の
門
の
賦
を
用
ゐ
る
や
、
則

ち
賈
誼
は
堂
に
升
り
、
相
如
は
室
に
入
る
。
其
の
用
ゐ
ざ
る
を

如
何
せ
ん
と
。

　

そ
れ
で
は
、
揚
雄
が
良
い
と
み
な
す
辞
賦
作
品
は
ど
の
よ
う
な
も

の
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
が
右
に
挙
げ
た

第
二
章
で
あ
る
。
景
差
・
唐
勒
・
宋
玉
・
枚
乗
と
名
前
を
連
ね
、
彼

ら
の
作
品
は
等
し
く
「
淫
」、
す
な
わ
ち
道
に
外
れ
た
内
容
で
あ
る

と
述
べ
て
い
る
。
続
け
て
、辞
賦
を
「
詩
人
の
賦
」
と
「
辞
人
の
賦
」

と
い
う
二
つ
の
枠
組
み
を
設
け
て
区
別
し
て
い
る
。「
詩
人
の
賦
」

は
言
う
ま
で
も
な
く
『
詩
経
』
詩
人
の
精
神
を
受
け
継
ぎ
風
諭
の
意

を
込
め
た
、
政
治
・
社
会
に
対
し
て
何
ら
か
の
寄
与
を
す
る
も
の
で

あ
る
。
一
方
、「
辞
人
の
賦
」
と
は
枚
皐
が
悔
や
ん
だ
よ
う
な
、
俳

倡
が
行
う
技
芸
の
よ
う
な
一
時
の
娯
楽
を
提
供
す
る
存
在
に
過
ぎ
な

い
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
点
か
ら
、
揚
雄
は
辞
賦
に
二
つ
の
要
素
を
見
出
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
に
は
『
詩
経
』
以
来
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
、

政
治
・
社
会
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
。
も
う
一
つ
は
、

滑
稽
や
俳
倡
の
よ
う
に
、
天
子
を
喜
ば
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も

の
。
い
ず
れ
を
と
っ
て
も
、
天
子
に
奉
仕
・
献
上
す
る
性
質
を
持
っ

て
い
る
と
み
な
せ
よ
う
が
、
揚
雄
が
前
者
の
「
詩
人
の
賦
」
を
目
指

し
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

以
上
の
価
値
判
断
を
し
た
上
で
、
揚
雄
は
景
差
・
唐
勒
・
宋
玉
・

枚
乗
を
「
辞
人
の
賦
」
を
な
す
文
人
で
あ
る
と
し
、
賈
誼
や
司
馬
相

如
を
『
詩
経
』
の
精
神
を
受
け
継
い
だ
「
詩
人
の
賦
」
を
な
す
文
人

で
あ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
評
価
し
て
い
る
。

七
、
或
問
、
君
子
尚
辭
乎
。
曰
、
君
子
事
之
爲
尚
。
事
勝
辭
則

伉
、
辭
勝
事
則
賦
、
事
・
辭
稱
則
經
。
足
言
足
容
、
德
之
藻
矣
。

七
、
或
ひ
と
問
ふ
、
君
子
は
辭
を
尚
ぶ
か
と
。
曰
は
く
、
君
子 

事
を
之
れ
尚
し
と
爲
す
。
事
辭
に
勝
れ
ば
則
ち
伉
、
辭
事
に
勝

れ
ば
則
ち
賦
、
事
と
辭
と
稱か
な

へ
ば
則
ち
經
。
言
ふ
に
足
り
容も
ち

ふ

る
に
足
る
は
、
德
の
藻
な
り
。

　
「
君
子
は
辞
を
尚
ぶ
か
」
と
の
問
い
に
対
し
て
、「
君
子
は
事
を
之



曹
植
の
所
謂
「
辞
賦
小
道
」
を
め
ぐ
っ
て

五
五

れ
尚
」
ぶ
と
答
え
て
い
る
。「
辞
」
は
言
葉
、「
事
」
は
事
実
や
行
動
、

あ
る
い
は
実
践
と
読
み
替
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
揚
雄
は
言
葉
よ

り
も
事
実
や
行
動
を
重
視
す
る
と
主
張
す
る
。辞
賦
に
よ
っ
て
政
治
・

社
会
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
辞
賦
は
内

容
の
あ
る
も
の
─
「
詩
人
の
賦
」
─
と
、無
い
も
の
─
「
辞
人
の
賦
」

─
に
区
別
さ
れ
、
実
践
に
す
ぐ
れ
言
葉
も
美
し
い
も
の
は
経
書
に
比

す
ほ
ど
の
価
値
を
有
す
る
が
、
修
辞
に
の
み
主
眼
を
置
い
た
も
の
は

子
供
の
遊
び
事
の
よ
う
な
、
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
み
な

し
て
い
る
。

　

も
う
少
し
揚
雄
の
辞
賦
観
を
の
ぞ
い
て
み
よ
う
。『
漢
書
』
揚
雄

伝
に
は
、
揚
雄
が
辞
賦
を
作
る
際
の
心
構
え
に
つ
い
て
述
べ
た
記
述

が
あ
る
。

雄
少
而
好
學
、
不
爲
章
句
。
訓
詁
通
而
已
、
博
覽
無
所
不
見
。

爲
人
簡
易
佚
蕩
、
口
吃
不
能
劇
談
、
默
而
好
深
湛
之
思
、
清
靜

亡
爲
、
少
耆
欲
、
不
汲
汲
於
富
貴
、
不
戚
戚
於
貧
賤
、
不
修
廉

隅
以
徼
名
當
世
。
家
産
不
過
十
金
、
乏
無
儋
石
之
儲
、
晏
如
也
。

自
有
大
度
、
非
聖
哲
之
書
不
好
也
。
非
其
意
、
雖
富
貴
不
事
也
。

顧
嘗
好
辭
賦
。
先
是
時
、
蜀
有
司
馬
相
如
、
作
賦
甚
弘
麗
温
雅
。

雄
心
壯
之
、
毎
作
賦
、
常
擬
之
以
爲
式
。

雄
少
く
し
て
學
を
好
み
、
章
句
を
爲
さ
ず
。
訓
詁
通
ず
る
の
み

に
し
て
、
博
覽
し
て
見
ざ
る
所
無
し
。
人
と
爲
り
簡
易
佚
蕩
、

口
吃
に
し
て
劇
談
す
る
能
は
ず
、
默
し
て
深
湛
の
思
を
好
み
、

清
靜
に
し
て
爲
す
亡
し
、
少
く
し
て
耆
欲
、
富
貴
に
汲
汲
せ
ず
、

貧
賤
に
戚
戚
せ
ず
、
廉
隅
を
修
め
ず
し
て
以
て
名
を
當
世
に
徼も
と

む
。
家
産 

十
金
に
過
ぎ
ず
、
乏
と
し
て
儋
石
の
儲
た
く
わ
え

無
き
も
、

晏
如
た
り
。
自
ら
大
度
有
り
、
聖
哲
の
書
に
非
ざ
れ
ば
好
ま
ざ

る
な
り
。
其
の
意
に
非
ざ
れ
ば
、富
貴
と
雖
も
事
へ
ざ
る
な
り
。

顧
み
て
嘗
て
辭
賦
を
好
む
。
是
の
時
に
先
ん
じ
て
、
蜀
に
司
馬

相
如
有
り
、
賦
を
作
れ
ば
甚
だ
弘
麗
温
雅
。
雄 

心
に
之
を
壯

と
し
、
賦
を
作
る
毎
に
、
常
に
之
に
擬
し
て
以
て
式
と
爲
す（
７
）。

　

こ
こ
に
は
、
若
い
頃
か
ら
学
問
に
励
み
貧
賤
富
貴
に
と
ら
わ
れ
な

い
揚
雄
の
姿
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
揚
雄
は
自
身
の

半
生
を
振
り
返
っ
て
、
若
い
頃
は
辞
賦
を
好
ん
で
作
っ
て
い
た
が
、

そ
の
時
は
司
馬
相
如
の
作
品
を
模
擬
し
て
作
っ
て
い
た
こ
と
を
回
想

し
て
い
る（
８
）。

こ
の
点
は
、
先
に
挙
げ
た
『
法
言
』
で
も
司
馬
相
如
を

辞
賦
作
家
と
し
て
非
常
に
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
と
結
合
す
る
。

　

こ
れ
は
、
辞
賦
と
い
う
文
体
が
形
成
さ
れ
る
初
期
の
段
階
で
、
あ

る
人
物
、
あ
る
い
は
作
品
が
一
種
の
モ
デ
ル
と
な
っ
て
典
型
化
し
た

一
例
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
司
馬
相
如
の
作
品
が
辞
賦
の
典

型
と
見
な
さ
れ
た
結
果
、
後
発
の
作
品
が
模
擬
性
を
強
く
持
つ
よ
う
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に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る（
９
）。

　

こ
の
他
、『
漢
書
』
の
「
司
馬
相
如
伝
贊
」
に
も
「
相
如
雖
多
虚

辭
濫
説
、
然
要
其
歸
引
之
於
節
儉
。
此
亦
詩
之
風
諫
何
異
。
揚
雄
以

爲
靡
麗
之
賦
、
勸
百
而
風
一
。
猶
騁
鄭
衞
之
聲
、
曲
終
而
奏
雅
。
不

已
戲
乎
。（
相
如
は
虚
辭
濫
説
多
し
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
其
の
之
を

節
儉
に
歸
引
す
る
を
要
む
。
此
れ
も
亦
た
詩
の
風
諫
と
何
ぞ
異
な
ら

ん
。
揚
雄
は
以
て
靡
麗
の
賦
は
、
百
を
勸
め
て
一
を
風
す
と
爲
す
。

猶
ほ
鄭
衞
の
聲
を
騁
し
、
曲
終
は
り
て
雅
を
奏
す
る
が
ご
と
し
。
已

に
戲
れ
ず
や
。）」
と
、
司
馬
相
如
の
辞
賦
は
虚
辞
濫
説
が
多
い
が
、

最
後
に
節
制
や
倹
約
を
求
め
る
言
辞
を
用
い
て
結
ん
で
い
る
こ
と
か

ら
、こ
れ
は
『
詩
經
』
を
継
承
す
る
作
品
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
る
。

し
か
し
、
そ
の
「
百
を
勸
め
て
一
を
風
す
」
と
い
う
、
多
く
の
贅
沢
・

奢
侈
な
も
の
を
天
子
に
進
め
て
、
最
後
に
申
し
訳
程
度
に
風
諭
を
す

る
姿
勢
に
つ
い
て
は
疑
問
を
抱
く
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
作

品
は
淫
靡
な
作
品
が
集
め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
謗
ら
れ
る
「
鄭
風
」

や
「
衞
風
」
に
等
し
い
。
だ
か
ら
私
揚
雄
は
、
賦
を
つ
く
る
こ
と
を

や
め
る
の
だ
と
宣
言
す
る
。
こ
の
よ
う
に
当
初
は
司
馬
相
如
を
手
本

と
し
て
い
た
揚
雄
も
、
や
が
て
司
馬
相
如
に
対
し
て
厳
し
い
ま
な
ざ

し
を
向
け
る
よ
う
に
な
る）

（1
（

。

　

こ
こ
ま
で
の
議
論
を
見
れ
ば
、
揚
雄
は
賈
誼
、
司
馬
相
如
に
つ
い

て
は
『
詩
経
』
詩
人
を
継
承
す
る
文
人
と
見
な
し
、
と
り
わ
け
司
馬

相
如
を
高
く
評
価
し
て
い
た
。
一
方
、
枚
乗
、
東
方
朔
な
ど
の
文
人

に
つ
い
て
は
「
辞
人
」
に
過
ぎ
な
い
、
俳
優
・
俳
倡
の
徒
に
等
し
い

と
の
評
価
を
下
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
揚
雄
は
司
馬
相
如
の
作
に

擬
し
た
賦
を
作
る
も
、
や
が
て
そ
れ
は
「
百
を
勧
め
て
一
を
諷
す
」

る
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
し
、
司
馬
相
如
を
批
判
し
た
上
で
揚
雄
自
身

は
辞
賦
を
作
る
こ
と
を
や
め
て
し
ま
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
前
漢
の
文
人
た
ち
は
辞
賦
を
作
る
こ
と
に
よ
っ

て
『
詩
経
』
精
神
の
継
承
を
試
み
た
が
、
結
局
は
言
辞
を
ま
ね
る
だ

け
で
、『
詩
経
』
精
神
を
継
承
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
ジ
レ

ン
マ
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
。
前
漢
は
、
辞
賦
誕
生
の
時
代
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
早
く
も
そ
の
存
在
意
義
を
そ
の
作
者
た
ち
に
よ
っ

て
疑
問
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る）

（（
（

。

　

こ
れ
ら
前
漢
に
お
け
る
賦
の
議
論
の
集
大
成
と
も
い
う
べ
き
記
述

が
、『
漢
書
』「
藝
文
志
」
詩
賦
略
に
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
漢
書
』

「
藝
文
志
」
は
、
劉
向
・
劉
歆
父
子
の
手
に
な
る
『
七
略
』
を
そ
の

基
盤
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
し
か
し
、『
漢
書
』「
藝
文
志
」
中
の

記
述
の
ど
の
部
分
が
『
七
略
』
で
あ
り
、
ど
の
部
分
が
班
固
の
手
に

よ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
未
だ
決
着
を
見
て
い
な
い
よ
う

だ
が
、
本
論
は
「
詩
賦
略
」
に
つ
い
て
は
劉
向
・
劉
歆
の
『
七
略
』

の
記
述
を
ほ
ぼ
継
承
し
て
い
る
と
い
う
立
場
を
と
る
こ
と
と
す
る）

（1
（

。



曹
植
の
所
謂
「
辞
賦
小
道
」
を
め
ぐ
っ
て

五
七

傳
曰
、
不
歌
而
誦
謂
之
賦
。
登
高
能
賦
可
以
爲
大
夫
。
言
感
物

造
耑
、
材
知
深
美
、
可
與
圖
事
、
故
可
以
爲
列
大
夫
也
。
古
者

諸
侯
卿
大
夫
交
接
鄰
國
、
以
微
言
相
感
、
當
揖
讓
之
時
、
必
稱

詩
以
諭
其
志
、
蓋
以
別
賢
不
肖
而
觀
盛
衰
焉
。
故
孔
子
曰
、
不

學
詩
、
無
以
言
也
。
春
秋
之
後
、
周
道
𥧲𥧲
壞
、
聘
問
歌
詠
不
行

於
列
國
、
學
詩
之
士
逸
在
布
衣
、
而
賢
人
失
志
之
賦
作
矣
。
大

儒
孫
卿
及
楚
臣
屈
原
離
讒
憂
國
、
皆
作
賦
以
風
。
咸
有
惻
隱
古

詩
之
義
。
其
後
宋
玉
、
唐
勒
、
漢
興
枚
乘
、
司
馬
相
如
、
下
及

揚
子
雲
、
競
爲
侈
麗
閎
衍
之
詞
、
没
其
風
諭
之
義
。
是
以
揚
子

悔
之
、
曰
詩
人
之
賦
麗
以
則
、
辭
人
之
賦
麗
以
淫
。
如
孔
氏
之

門
人
用
賦
也
、
則
賈
誼
登
堂
、
相
如
入
室
矣
。
如
其
不
用
何
。

傳
に
曰
は
く
、
歌
は
ず
し
て
誦
す
る
を
之
を
賦
と
謂
ふ
。
高
き

に
登
り
て
能
く
賦
せ
ば
以
て
大
夫
爲
る
べ
し
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は

物
に
感
じ
て
耑た
ん

に
造
り
、
材
知
深
美
な
れ
ば
、
與
に
圖
事
す
べ

く
、
故
に
以
て
大
夫
に
列
す
と
爲
す
べ
し
。
古
者 

諸
侯
卿
大

夫 

鄰
國
と
交
接
す
る
に
、
微
言
を
以
て
相
感
じ
、
揖
讓
の
時

に
當
り
、
必
ず
詩
を
稱
し
て
以
て
其
の
志
を
諭
じ
、
蓋
し
以
て

賢
不
肖
を
別
ち
て
盛
衰
を
觀
る
。
故
に
孔
子
曰
は
く
、
詩
を
學

ば
ざ
れ
ば
、
以
て
言
ふ
こ
と
無
し
と
。
春
秋
の
後
、
周
道
𥧲𥧲
よ
う
やく

壞
れ
、
聘
問
す
る
に
歌
詠 

列
國
に
行
は
れ
ず
、
詩
を
學
ぶ
の

士 

逸
れ
て
布
衣
に
在
り
、
而
し
て
賢
人
失
志
の
賦
作お
こ

れ
り
。

大
儒
孫
卿
及
び
楚
臣
屈
原
讒
に
離あ

ひ
國
を
憂
へ
、
皆 

賦
を
作

り
て
以
て
風
す
。
咸 

惻
隱
古
詩
の
義
有
り
。
其
の
後
の
宋
玉
、

唐
勒
、
漢
興
り
て
枚
乘
、
司
馬
相
如
、
下
は
揚
子
雲
に
及
ぶ
ま

で
、
競
ひ
て
侈
麗
閎
衍
の
詞
を
爲
り
、
其
の
風
諭
の
義
を
没
す
。

是
を
以
て
揚
子 

之
を
悔
い
、
詩
人
の
賦
は
麗
に
し
て
以
て
則

に
、
辭
人
の
賦
は
麗
に
し
て
以
て
淫
な
り
と
曰
ふ
。
如
し
孔
氏

の
門
人 

賦
を
用
ゐ
る
や
、
則
ち
賈
誼
は
堂
に
登
り
、
相
如
は

室
に
入
る
。
其
の
用
ゐ
ざ
る
を
如
何
せ
ん）

（1
（

。

　

ま
ず
、
賦
と
い
う
者
は
、
歌
う
も
の
で
は
な
く
誦
す
る
（
朗
読
す

る
）
も
の
で
あ
る
と
い
う
宣
言
。
こ
れ
に
続
け
て
「
登
高
遠
望
」
の

発
想
に
結
び
つ
け
、
高
い
所
に
登
っ
て
賦
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
な

ら
、大
夫
（
立
派
な
人
物
）
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
賦
が
作
れ
る
こ
と
が
立
派
な
人
物
で
あ
る
証
で
あ
る
こ

と
を
示
し
た
上
で
、
春
秋
時
代
に
は
国
家
間
の
外
交
に
は
大
夫
た
ち

に
よ
る
詩
の
応
酬
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
最
初
に

「
賦
」
と
い
い
次
に
「
詩
」
と
い
う
の
は
、
賦
は
『
詩
経
』
を
継
承

す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が

時
代
が
下
り
、
次
第
に
国
家
間
の
外
交
に
詩
が
用
い
ら
れ
な
く
な
る

と
、詩
人
達
は
自
分
達
の
居
場
所
を
求
め
て
野
に
下
っ
た
。
そ
こ
で
、

自
身
の
不
遇
を
嘆
く
「
賢
人
失
志
の
賦
」
が
誕
生
し
た
と
い
う
の
で
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あ
る
。

　
「
賢
人
失
志
の
賦
」
の
先
蹤
は
、
屈
原
の
「
離
騒
」
で
あ
る
。
屈

原
は
国
を
憂
え
て
君
主
を
い
さ
め
る
気
持
ち
が
あ
っ
た
た
め
に
『
詩

経
』
の
精
神
を
受
け
継
い
だ
が
、
讒
言
に
遇
い
そ
れ
を
発
揮
す
る
機

会
を
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
我
が
身
の
不
遇
と
楚
の
国
の

行
く
末
を
憂
え
て
「
離
騒
」
を
作
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
屈
原
の
弟
子

と
み
な
さ
れ
る
宋
玉
や
唐
勒
は
そ
の
屈
原
の
言
辞
を
ま
ね
た
だ
け

で
、
所
謂
「
病
無
く
し
て
呻
吟
す
る
」
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
時
代
を

下
っ
て
前
漢
の
司
馬
相
如
や
揚
雄
ら
も
、
屈
原
を
ま
ね
る
だ
け
、
あ

る
い
は
言
葉
遣
い
や
修
辞
技
巧
に
力
を
注
ぐ
の
み
で
風
諭
の
精
神
を

見
失
っ
た
と
し
て
い
る
。

　

最
後
に
は
、揚
雄
の
賦
に
関
す
る
議
論
を
引
い
て
結
ん
で
い
る
が
、

こ
れ
は
、「
詩
人
の
賦
」
を
理
想
と
し
な
が
ら
も
「
辞
人
の
賦
」
を

脱
し
き
れ
な
い
揚
雄
の
葛
藤
を
継
承
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
，
後
漢
に
お
け
る
議
論
︱
班
固
・
王
符
・
張
衡
あ

る
い
は
蔡
邕
︱

　

そ
れ
で
は
、
後
漢
に
入
る
と
辞
賦
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
、

考
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
辞
賦
の
作
品
数
を
前
漢
と
後

漢
で
分
け
て
数
え
て
み
る
と
後
漢
の
方
が
多
い
。
も
ち
ろ
ん
、
後
世

に
な
れ
ば
よ
り
多
く
の
文
献
が
残
る
と
い
う
こ
と
は
考
慮
す
べ
き
で

あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
作
品
数
は
後
漢
に
入
る
と
ず
っ
と
多
く

な
る）

（1
（

。前
漢
末
に
そ
の
存
在
を
疑
問
視
さ
れ
た
辞
賦
は
、後
漢
に
至
っ

て
な
お
作
り
続
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
辞
賦
に
対
す

る
意
見
も
呈
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

或
曰
、
賦
者
、
古
詩
之
流
也
。
昔
成
康
没
而
頌
聲
寢
、
王
澤
竭

而
詩
不
作
。
大
漢
初
定
、
日
不
暇
給
。
至
於
武
宣
之
世
、
乃
崇

禮
官
、
考
文
章
、
内
設
金
馬
石
渠
之
署
、
外
興
樂
府
協
律
之
事
、

以
興
廢
繼
絶
、
潤
色
鴻
業
。（
略
）
故
言
語
侍
從
之
臣
、
若
司

馬
相
如
、
虞
丘
壽
王
、
東
方
朔
、
枚
皐
、
王
褒
、
劉
向
之
屬
、

朝
夕
論
思
、
日
月
獻
納
。
而
公
卿
大
臣
、
御
史
大
夫
倪
寬
、
太

常
孔
臧
、
太
中
大
夫
董
仲
舒
、
宗
正
劉
德
、
太
子
太
傅
蕭
望
之

等
、
時
時
間
作
。
或
以
抒
下
情
而
通
諷
諭
、
或
以
宣
上
德
而
盡

忠
孝
、
雍
容
揄
揚
、
著
於
後
嗣
、
抑
亦
雅
頌
之
亞
也
。
故
孝
成

之
世
、
論
而
録
之
。
蓋
奏
御
者
、
千
有
餘
篇
、
而
後
大
漢
之
文

章
、
炳
焉
與
三
代
同
風
。

或
ひ
と
曰
は
く
、
賦
は
、
古
詩
の
流
な
り
。
昔
成
康
没
し
て
頌

聲
寢や

み
、
王
澤
竭
き
て
詩
作
ら
ず
。
大
漢
初
め
て
定
ま
る
や
、

日 
給
す
る
に
暇
あ
ら
ず
。
武
宣
の
世
に
至
り
て
、
乃
ち
禮
官

を
崇
び
、
文
章
を
考
へ
、
内
に
は
金
馬
石
渠
の
署
を
設
け
、
外
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に
は
樂
府
協
律
の
事
を
興
し
、
以
て
廢
れ
る
を
興
し
絶
え
た
る

を
繼
ぎ
、
鴻
業
を
潤
色
す
。（
略
）
故
に
言
語
侍
從
の
臣
、
司

馬
相
如
、
虞
丘
壽
王
、
東
方
朔
、
枚
皐
、
王
褒
、
劉
向
の
屬
の

若
き
は
、
朝
夕
に
論
思
し
、
日
月
に
獻
納
す
。
而
し
て
公
卿
大

臣
、
御
史
大
夫
倪
寬
、
太
常
孔
臧
、
太
中
大
夫
董
仲
舒
、
宗
正

劉
德
、
太
子
太
傅
蕭
望
之
等
、
時
時
間
ま
作
る
。
或
い
は
以
て

下
情
を
抒
べ
て
諷
諭
を
通
じ
、
或
い
は
以
て
上
德
を
宣
べ
て
忠

孝
を
盡
く
し
、
雍
容 

揄
揚
し
て
、
後
嗣
に
著
せ
り
、
抑
も
亦

た
雅
頌
の
亞
な
り
。
故
に
孝
成
の
世
、
論
じ
て
之
を
録
す
。
蓋

し
奏
御
せ
る
者
、
千
有
餘
篇
、
而
る
後
に
大
漢
の
文
章
、
炳
焉

と
し
て
三
代
と
風
を
同
じ
う
せ
り）

（1
（

。

　

ま
ず
は
、班
固
の
「
両
都
賦
」
の
序
文
を
み
て
み
よ
う
。
最
初
に
、

辞
賦
は
『
詩
経
』
を
受
け
継
い
だ
も
の
だ
と
宣
言
し
て
い
る
。
続
け

て
、「
言
語
侍
従
の
臣
」
で
あ
る
司
馬
相
如
た
ち
が
休
む
こ
と
な
く

賦
を
作
り
続
け
、
天
子
に
献
上
し
た
こ
と
か
ら
、
現
在
も
賦
に
よ
っ

て
国
家
を
賞
揚
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
、
国
家
運
営
上
の
辞
賦

の
重
要
性
を
主
張
す
る）

（1
（

。
こ
こ
に
は
揚
雄
が
煩
悶
し
た
辞
賦
の
社
会

的
意
義
に
関
す
る
疑
問
は
見
ら
れ
な
い
。
揚
雄
が
厳
し
く
批
判
し
た

前
漢
の
文
人
た
ち
が
等
し
く
高
い
評
価
を
受
け
、
前
漢
の
栄
光
を
辞

賦
に
よ
り
飾
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
揚
雄
は
司
馬
相
如
ら
辞

賦
作
家
を
批
判
し
た
が
、
班
固
は
司
馬
相
如
た
ち
が
活
躍
で
き
た
太

平
の
時
代
を
賞
賛
し
て
い
る
。
治
世
を
褒
め
、
奢
侈
す
ら
勧
め
る
よ

う
な
内
容
の
辞
賦
を
作
る
こ
と
が
で
き
た
、
そ
ん
な
前
漢
の
時
代
に

対
す
る
懐
古
と
憧
憬
が
こ
の
序
文
に
は
現
れ
て
い
る
。
班
固
は
、
辞

賦
は
ど
の
よ
う
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
壮
大
な
内
容

の
辞
賦
が
作
れ
る
環
境
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
よ
り
、
辞
賦
の
王

朝
賛
美
の
面
を
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

続
け
て
、
当
時
辞
賦
が
担
っ
て
い
た
役
割
に
関
す
る
王
符
の
意
見

を
見
て
み
よ
う
。

夫
教
訓
者
、
所
以
遂
道
術
而
崇
德
義
也
。
今
學
問
之
士
、
好
語

虛
無
之
事
、
爭
著
彫
麗
之
文
、
以
求
見
異
於
世
、
品
人
鮮
識
、

從
而
高
之
。
此
傷
道
德
之
實
、而
或
矇
夫
之
大
者
也
。
詩
賦
者
、

所
以
頌
善
醜
之
德
、
洩
哀
樂
之
情
也
。
故
温
雅
以
廣
文
、
興
喻喻

以
盡
意
。
今
賦
頌
之
徒
、
苟
爲
饒
辯
屈
蹇
之
辭
、
競
陳
誣
罔
無

然
之
事
、
以
索
見
怪
於
世
。
愚
夫
戇
士
、
從
而
奇
之
、
此
悖
孩

童
之
思
、
而
長
不
誠
之
言
者
也
。

夫
れ
教
訓
と
は
、
道
術
を
遂
げ
て
德
義
を
崇
む
る
所
以
な
り
。

今 

學
問
の
士
、
虛
無
の
事
を
語
る
を
好
み
、
彫
麗
の
文
を
著

は
す
を
爭
ひ
、
以
て
世
に
異
と
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
求
め
、
品
人 

鮮
識
、
從
り
て
之
を
高
む
。
此
れ
道
德
の
實
を
傷
な
ふ
は
、
或
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矇
の
夫
の
大
な
る
者
な
り
。
詩
賦
は
、
善
醜
の
德
を
頌
め
、
哀

樂
の
情
を
洩の

ば
す
所
以
な
り
。
故
に
温
雅
に
し
て
以
て
文
を
廣

め
、
興
喻喻
し
て
以
て
意
を
盡
く
す
。
今
の
賦
頌
の
徒
、
苟
く
も

饒
辯
屈
蹇
の
辭
を
爲
し
、
競
ひ
て
誣
罔
無
然
の
事
を
陳
べ
、
以

て
世
に
怪
と
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
索
む
。
愚
夫
戇こ
う
し士
、
從
り
て
之

を
奇
と
す
、
此
れ
孩
童
の
思
ひ
に
悖
り
て
、
不
誠
の
言
に
長
ず

る
者
な
り）

（1
（

。

　

王
符
は
そ
の
著
『
潛
夫
論
』
に
て
、
詩
賦
は
物
事
の
善
悪
を
判
断

し
て
善
い
も
の
は
褒
め
、
悲
し
み
や
楽
し
さ
と
い
っ
た
感
情
を
述
べ

る
こ
と
が
役
割
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
し
か
し
当
世
の

賦
や
頌
を
作
る
も
の
た
ち
は
、
言
葉
を
尽
く
し
て
虚
構
を
連
ね
る
こ

と
を
好
み
、
奇
を
て
ら
っ
た
言
説
を
用
い
て
世
の
中
に
認
め
ら
れ
よ

う
と
し
て
い
る
。
最
近
は
、
こ
う
い
っ
た
不
誠
実
な
人
間
が
増
え
た

と
嘆
い
て
い
る
。

　

こ
の
時
代
は
辞
賦
が
出
世
の
た
め
の
道
具
に
な
っ
て
し
ま
い
、
人

の
注
目
を
集
め
る
た
め
な
ら
ば
、
内
容
は
さ
て
お
き
虚
辞
乱
説
を
書

き
連
ね
て
も
良
い
、
と
い
う
考
え
が
蔓
延
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の

で
あ
る
。
王
符
は
、
揚
雄
が
行
っ
た
辞
賦
が
ど
の
よ
う
に
あ
る
べ
き

か
、
と
い
う
議
論
か
ら
離
れ
て
、
辞
賦
を
出
世
の
道
具
と
し
て
用
い

る
連
中
や
、
彼
ら
を
の
さ
ば
ら
せ
る
社
会
そ
の
も
の
に
対
し
て
批
判

の
目
を
向
け
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、「
詩
人
の
賦
」、「
辞
人
の
賦
」

と
い
う
よ
う
な
分
類
も
も
は
や
な
さ
れ
な
い
。
空
虚
な
辞
賦
を
作
る

人
物
と
、そ
の
人
物
を
生
み
出
し
た
社
会
へ
の
批
判
に
満
ち
て
い
る
。

　

こ
の
他
に
、王
符
と
同
時
期
を
生
き
た
張
衡
も
、「
論
貢
擧
疏
」（『
通

典
』
巻
一
六
）
と
い
う
文
章
に
て
議
論
を
展
開
し
て
い
た
。
し
か
し
、

こ
の
文
章
に
関
し
て
は
、
福
山
泰
男
氏
に
よ
っ
て
こ
の
張
衡
の
「
論

貢
挙
疏
」
と
ほ
ぼ
同
一
の
文
章
が
、
蔡
邕
の
「
宜
所
施
行
七
事）

（1
（

」
の

「
五
事
」
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
考
証
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
本

論
は
福
山
氏
の
考
証
を
受
け
、
蔡
邕
「
宜
所
施
行
七
事
」
の
五
事
を

挙
げ
て
検
証
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

五
事
。
臣
聞
古
者
取
士
、
必
使
諸
侯
歳
貢
。
孝
武
之
世
、
郡
舉

孝
廉
、
又
有
賢
良
、
文
學
之
選
、
於
是
名
臣
輩
出
、
文
武
並
興
。

漢
之
得
人
、
數
路
而
已
。
夫
書
畫
辭
賦
、
才
之
小
者
、
匡
國
理

政
、
未
有
其
能
。
陛
下
即
位
之
初
、
先
渉
經
術
、
聽
政
餘
日
、

觀
省
篇
章
、
聊
以
游
意
、
當
代
博
弈
、
非
以
教
化
取
士
之
本
。

而
諸
生
競
利
、
作
者
鼎
沸
。
其
高
者
頗
引
經
訓
風
喻喻
之
言
、
下

則
連
偶
俗
語
、
有
類
俳
優
。
或
竊
成
文
、
虚
冒
名
氏
。

五
事
。
臣
聞
く
な
ら
く
古
者
の
士
を
取
る
や
、
必
ず
や
諸
侯
を

し
て
歳
貢
せ
し
む
。
孝
武
の
世
、
郡
よ
り
孝
廉
を
舉
げ
、
又
賢

良
、
文
學
の
選
有
り
、
是
に
於
い
て
名
臣
輩
出
し
、
文
武
並
び
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興
る
。
漢
の
人
を
得
た
る
や
、數
路
の
み
。
夫
れ
書
畫
辭
賦
は
、

才
の
小
な
る
者
に
し
て
、
國
を
匡
し
政
を
理
む
る
に
、
未
だ
其

の
能
あ
ら
ず
。
陛
下
即
位
す
る
の
初
め
、
先
づ
經
術
に
渉
り
、

政
を
聽
く
の
餘
日
に
、
篇
章
を
觀
省
し
、
聊
か
以
て
意
を
游
ば

し
む
、
當
に
博
弈
に
代
ふ
べ
き
も
、
以
て
教
化
し
て
士
を
取
る

の
本
に
非
ず
。
而
れ
ど
も
諸
生 

利
を
競
ひ
、
作
者
鼎
沸
す
。

其
の
高
き
者
は
頗
る
經
訓
風
喻喻
の
言
を
引
く
も
、
下
は
則
ち
俗

語
を
連
偶
し
、
俳
優
に
類
す
る
有
り
。
或
は
成
文
を
竊
み
、
虚

し
く
名
氏
を
冒
す）

11
（

。

　

こ
の
文
章
は
、
先
に
挙
げ
た
福
山
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
孝
廉

と
い
う
官
吏
登
用
制
度
の
、
い
わ
ば
制
度
疲
労
を
指
摘
し
、
さ
ら
に

霊
帝
が
設
置
し
た
鴻
都
門
学
と
い
う
人
材
登
用
制
度
を
批
判
し
た
も

の
で
あ
る
。
孝
廉
に
は
「
賢
良
文
学
の
選
」
と
い
う
学
問
の
優
れ
た

人
物
を
推
挙
す
る
理
念
が
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
優
れ
た
人
材
を

朝
廷
に
送
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
鴻
都
門
学

に
よ
っ
て
登
用
さ
れ
る
「
書
画
辞
賦
」
に
秀
で
た
者
は
、
政
治
的
な

能
力
が
必
ず
し
も
高
い
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、「
当
代
の
博
弈
」

も
官
吏
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
人
材
と
は
い
え
な
い
。
し
か
る
に
、
孝

廉
に
挙
げ
ら
れ
る
た
め
に
大
勢
の
候
補
者
が
辞
賦
を
作
る
よ
う
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
彼
ら
の
中
で
能
力
の
あ
る
者
は
風
諭
性
を
持
っ

た
作
品
を
書
く
が
、
程
度
の
低
い
者
は
俗
語
な
ど
を
多
用
し
、
俳
優

や
滑
稽
の
技
芸
に
等
し
い
娯
楽
的
な
要
素
の
強
い
作
品
を
書
き
、
さ

ら
に
は
剽
窃
な
ど
も
公
然
と
行
う
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

こ
こ
に
は
、
辞
賦
が
も
は
や
出
世
の
た
め
の
道
具
に
成
り
下
が
っ

て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
す
る
嘆
き
が
現
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
批
判
さ

れ
る
よ
う
な
内
容
を
持
つ
作
品
は
現
在
で
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い

が
、『
詩
経
』
の
精
神
を
継
ぐ
も
の
こ
そ
政
治
を
担
う
に
ふ
さ
わ
し

い
人
物
で
あ
る
と
い
う
理
念
は
、
後
漢
中
期
以
降
に
は
形
骸
化
し
て

し
ま
っ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

前
漢
に
あ
っ
て
は
、
枚
皐
が
即
興
の
娯
楽
の
域
を
出
な
い
辞
賦
を

作
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
後
悔
し
、
揚
雄
が
「
詩
人
の
賦
」
と
「
辞

人
の
賦
」
と
い
う
枠
組
み
を
設
け
、「
詩
人
の
賦
」
を
理
想
と
し
て

先
人
の
作
品
を
規
範
と
し
な
が
ら
も
、
結
局
は
「
辞
人
の
賦
」
の
域

を
出
な
い
と
い
う
苦
悩
が
見
ら
れ
た
。
後
漢
に
な
る
と
、
班
固
が
漢

王
朝
の
再
興
に
あ
わ
せ
て
辞
賦
の
復
権
を
目
指
し
た
か
の
よ
う
に
、

王
朝
讃
美
の
視
点
か
ら
『
詩
経
』
に
連
な
る
辞
賦
の
位
置
づ
け
を
再

確
認
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
後
漢
の
中
期
末
期
に
な
る
と
、
辞
賦

を
作
る
こ
と
の
理
念
が
形
骸
化
し
、
官
吏
に
推
挙
さ
れ
る
た
め
の
道

具
に
堕
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
、
王
符
や
張
衡
も
し
く
は
蔡
邕
に

よ
っ
て
批
判
を
受
け
た
。
辞
賦
は
『
詩
経
』
の
後
継
者
で
あ
る
こ
と

を
求
め
ら
れ
な
が
ら
も
、
間
も
な
く
「
俳
優
の
徒
」
に
堕
し
て
し
ま
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う
危
険
性
を
ふ
た
た
び
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
後
、
時
代
は
後
漢
末
の
混
乱
か
ら
三
国
時
代
を
経
て
魏
晋
へ

と
移
っ
て
ゆ
く
が
、
魏
の
曹
丕
は
辞
賦
だ
け
で
は
な
く
文
学
を
指
し

て
、「
文
章
は
経
国
の
大
業
に
し
て
、
不
朽
の
盛
事
な
り）

1（
（

。」
と
、
文

学
は
国
家
運
営
に
匹
敵
す
る
も
の
で
あ
る
と
宣
言
す
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
辞
賦
に
関
し
て
は
、
漢
代
に
お
い
て
は
い
わ
ゆ
る
知
識
人
の

な
す
べ
き
文
学
行
為
で
あ
っ
た
が
、
建
安
時
代
に
入
る
と
次
第
に
五

言
詩
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
辞
賦
は
文
学
の
最
た
る

も
の
と
の
意
識
は
失
わ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
時
代
に
は

様
々
な
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
が
発
生
し
、
ま
た
ジ
ャ
ン
ル
が
意
識
さ
れ

始
め
た）

11
（

。
こ
れ
ら
の
ジ
ャ
ン
ル
の
発
生
に
関
し
て
は
、
辞
賦
と
の
関

係
を
考
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
今
は
こ
の
後
の
辞
賦
に
関

す
る
議
論
を
引
き
続
き
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。

三
，
曹
植
と
呉
質
お
よ
び
楊
修
と
の
議
論

　

曹
植
は
、
建
安
時
代
を
代
表
す
る
文
人
で
あ
る
。
そ
の
作
品
は
高

く
評
価
さ
れ
、
曹
植
自
身
も
「
余
少
而
好
賦
、
其
所
尚
也
。
雅
好
慷

慨
、
所
著
繁
多
。
雖
觸
類
而
作
、
然
蕪
穢
者
衆
。（
余
少
く
し
て
賦

を
好
み
、
其
れ
尚
ぶ
所
な
り
。
雅つ
ね

に
慷
慨
を
好
み
、
著
す
所
繁
多
な

り
。
類
に
觸
れ
て
作
る
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
蕪
穢
な
る
者
衆
し）

11
（

。）」

と
述
懐
す
る
よ
う
に
、
若
い
頃
か
ら
特
に
辞
賦
を
作
る
こ
と
を
好
ん

で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
一
方
で
「
辞
賦
は
小
道
な
り
」
と
、
辞
賦
の

価
値
を
否
定
す
る
か
の
よ
う
な
発
言
も
し
て
い
る
。
曹
植
に
「
辞
賦

は
小
道
な
り
」
と
言
わ
し
め
た
の
は
何
だ
っ
た
の
か
。
こ
の
発
言
が

見
ら
れ
る
「
与
楊
徳
祖
書
」
を
中
心
に
、
曹
植
の
辞
賦
に
関
す
る
議

論
の
内
容
を
検
討
し
て
ゆ
こ
う）

11
（

。

　

曹
植
は
、
こ
の
楊
修
に
与
え
た
「
与
楊
徳
祖
書
」
以
前
に
、
呉
質

に
対
し
て
も
「
与
呉
季
重
書
」（『
文
選
』
巻
四
二
）
を
執
筆
し
て
い

る
。
張
可
礼
氏）

11
（

お
よ
び
江
竹
虚
氏）

11
（

は
、
と
も
に
作
成
時
期
を
「
与
呉

季
重
書
」
は
建
安
一
九
（
二
一
四
）
年
、「
与
楊
徳
祖
書
」
は
建
安

二
一
（
二
一
六
）
年
と
繋
年
し
て
い
る
。
建
安
一
九
年
は
曹
植
が
臨

菑
侯
に
封
ぜ
ら
れ
た
年
で
あ
り
、
兄
の
曹
丕
と
ど
ち
ら
が
太
子
に
立

て
ら
れ
る
か
が
わ
か
ら
な
い
、非
常
に
不
安
定
な
時
期
で
も
あ
っ
た
。

ま
た
、呉
質
と
楊
修
は
曹
植
に
返
事
を
書
い
て
お
り
、ど
ち
ら
も
『
文

選
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

　

以
上
を
踏
ま
え
て
、
ま
ず
は
曹
植
と
呉
質
と
の
議
論
、
次
い
で
曹

植
と
楊
修
と
の
議
論
、
と
順
を
追
っ
て
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

得
所
來
訊
、
文
采
委
曲
、
曄
若
春
榮
、
瀏
若
清
風
、
申
詠
反
覆
、

曠
若
復
面
。
其
諸
賢
所
著
文
章
、
想
還
所
治
、
復
申
詠
之
也
。

可
令
憙
事
小
吏
、
諷
而
誦
之
。
夫
文
章
之
難
、
非
獨
今
也
。
古
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之
君
子
、
猶
亦
病
諸
。
家
有
千
里
、
驥
而
不
珍
焉
。
人
懷
盈
尺
、

和
氏
無
貴
矣
。
夫
君
子
而
不
知
音
樂
、
古
之
達
論
、
謂
之
通
而

蔽
。
墨
翟
不
好
伎
、
何
爲
過
朝
歌
而
迴
車
乎
。
足
下
好
伎
、
値

墨
翟
迴
車
之
縣
、
想
足
下
助
我
張
目
也
。

來
訊
す
る
所
を
得
た
れ
ば
、
文
采
委
曲
に
し
て
、
曄よ
う

と
し
て
春

榮
の
若
く
、
瀏
と
し
て
清
風
の
若
し
、
申
詠
反
覆
す
れ
ば
、
曠

と
し
て
復
た
面
す
る
が
若
し
。
其
の
諸
賢
の
著
す
所
の
文
章
、

想
ふ
に
所
治
に
還
り
て
、
復
た
之
を
申
詠
せ
ん
。
事
を
憙こ
の

む
小

吏
を
し
て
、
諷
し
て
之
を
誦
せ
し
む
べ
し
。
夫
れ
文
章
の
難
き

は
、
獨
り
今
の
み
に
非
ざ
る
な
り
。
古
の
君
子
も
、
猶
ほ
亦
た

諸
を
病
め
り
。
家
い
へ
に
千
里
有
れ
ば
、
驥
も
珍
と
せ
ず
。
人

び
と
に
盈
尺
を
懷
け
ば
、
和
氏
も
貴
き
こ
と
無
し
。
夫
れ
君
子

に
し
て
音
樂
を
知
ら
ざ
る
は
、
古
の
達
論
、
之
を
通
に
し
て
蔽

あ
り
と
謂
へ
り
。
墨
翟
は
伎
を
好
ま
ず
、
何
爲
れ
ぞ
朝
歌
を
過

ぎ
て
車
を
迴か
え

せ
る
。
足
下 

伎
を
好
み
、
墨
翟
の
車
を
迴
す
の

縣
に
値
へ
り
、
想
ふ
に
足
下 

我
を
助
け
て
目
を
張
ら
ん）

11
（

。

　

曹
植
は
「
与
呉
季
重
書
」
の
な
か
で
、
呉
質
の
文
章
の
美
し
さ
を

褒
め
、
そ
の
文
章
を
部
下
た
ち
に
朗
誦
さ
せ
る
よ
う
勧
め
て
い
る
。

そ
の
上
で
、「
夫
れ
文
章
の
難
き
は
、
獨
り
今
の
み
に
非
ざ
る
な
り
。

古
の
君
子
も
、
猶
ほ
亦
た
諸
を
病
め
り
。」
と
、
文
章
を
作
る
こ
と

の
難
し
さ
を
述
べ
、
同
時
に
、
呉
質
に
対
し
て
立
派
な
政
治
を
行
う

よ
う
励
ま
し
て
い
る
。
文
章
を
褒
め
、
同
時
に
赴
任
先
で
の
政
治
に

も
励
む
よ
う
述
べ
て
い
る
と
い
う
点
は
、
政
治
と
文
学
の
結
び
つ
き

が
意
識
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
に
対
す
る
呉
質
の
返
事
に
は
、「
還
治
諷
采
所
著
、觀
省
英
瑋
、

實
賦
頌
之
宗
、
作
者
之
師
也
。
衆
賢
所
述
、
亦
各
有
志
。（
略
）
此

邦
之
人
、
閑
習
辭
賦
、
三
事
大
夫
、
莫
不
諷
誦
、
何
但
小
吏
之
有
乎
。

（
治
に
還
り
て
著
す
所
を
諷
采
し
、
英
瑋
を
觀
省
す
る
に
、
實
に
賦

頌
の
宗
、
作
者
の
師
な
り
。
衆
賢
の
述
ぶ
る
所
も
、
亦
た
各
お
の
志

有
り
。（
略
）
此
の
邦
の
人
、
辭
賦
に
閑
習
し
、
三
事
大
夫
も
、
諷

誦
せ
ざ
る
は
莫
し
、
何
ぞ
但
だ
小
吏
の
み
之
れ
有
ら
ん
や）

11
（

。）」
と
あ

り
、
曹
植
の
辞
賦
作
品
を
賦
頌
の
本
流
、
す
な
わ
ち
曹
植
が
『
詩
経
』

以
来
の
文
学
の
正
道
を
進
ん
で
い
る
と
評
価
し
、
か
つ
、
当
世
の
文

人
た
ち
の
規
範
と
も
な
る
べ
き
も
の
だ
と
褒
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、

官
僚
・
役
人
た
ち
皆
が
曹
植
の
賦
を
読
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、
曹
植

の
文
学
は
大
い
に
政
治
や
社
会
に
資
す
る
と
い
う
評
価
し
て
い
る
。

　

以
上
の
議
論
は
、
前
漢
以
来
の
文
学
に
関
す
る
議
論
を
継
承
し
て

い
る
。
そ
れ
は
、
文
学
は
政
治
・
社
会
に
資
す
る
べ
き
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、と
い
う
意
識
の
も
と
に
展
開
さ
れ
た
議
論
で
あ
る
。

曹
植
と
呉
質
の
議
論
に
は
、
枚
皐
の
後
悔
や
揚
雄
の
苦
悩
も
見
ら
れ

な
い
が
、
彼
ら
の
理
想
と
し
た
文
学
の
形
を
実
践
し
て
い
る
と
い
う
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自
負
─
手
紙
の
応
酬
と
い
う
儀
礼
的
、
形
式
的
な
内
容
を
含
ん
で
い

る
で
あ
ろ
う
に
せ
よ
─
が
現
れ
て
い
る
。

　

続
け
て
、
曹
植
と
楊
修
の
議
論
を
見
て
ゆ
こ
う
。「
与
楊
徳
祖
書
」

の
李
善
注
に
引
く
『
典
略
』
は
、「
典
略
曰
、
臨
菑
侯
以
才
捷
愛
幸
、

秉
意
投
脩
、
數
與
脩
書
、
論
諸
才
人
優
劣
。（
典
略
に
曰
は
く
、
臨

菑
侯 

才
の
捷
な
る
を
以
て
愛
幸
し
、
意
を
秉
り
て
脩
に
投
じ
、
數

し
ば
脩
に
書
を
與
へ
、
諸
才
人
の
優
劣
を
論
ず
。）」
と
い
う
。
お
そ

ら
く
、
楊
修
と
は
し
ば
し
ば
手
紙
を
交
わ
し
て
文
学
に
関
す
る
議
論

を
展
開
し
て
い
た
の
だ
ろ
う）

11
（

。

植
白
。
數
日
不
見
、
思
子
爲
勞
、
想
同
之
也
。
僕
少
小
好
爲
文

章
、
迄
至
于
今
、
二
十
有
五
年
矣
。
然
今
世
作
者
、
可
略
而
言

也
。
昔
仲
宣
獨
歩
於
漢
南
、
孔
璋
鷹
揚
於
河
朔
、
偉
長
擅
名
於

青
土
、
公
幹
振
藻
於
海
隅
、
德
璉
發
跡
於
此
魏
、
足
下
高
視
於

上
京
、
當
此
之
時
、
人
人
自
謂
握
靈
蛇
之
珠
、
家
家
自
謂
抱
荊

山
之
玉
。
吾
王
於
是
設
天
網
以
該
之
、
頓
八
紘
以
掩
之
、
今
悉

集
茲
國
矣
。

植
白
す
。
數
日
見
ざ
れ
ば
、
子
を
思
ひ
て
勞
を
爲
す
、
想
ふ
に

之
に
同
じ
か
ら
ん
。
僕
少
小
よ
り
好
ん
で
文
章
を
爲
り
、
今
に

至
る
に
迄
ん
で
、
二
十
有
五
年
な
り
。
然
ら
ば
今
世
の
作
者
、

略
ぼ
言
ふ
べ
き
な
り
。
昔 

仲
宣
は
漢
南
に
獨
歩
し
、
孔
璋
は

河
朔
に
鷹
揚
し
、
偉
長
は
名
を
青
土
に
擅
ほ
し
い
ま
まに
し
、
公
幹
は
藻

を
海
隅
に
振
ひ
、
德
璉
は
跡
を
此
の
魏
に
發
し
、
足
下
は
上
京

に
高
視
す
、
此
の
時
に
當
り
、
人
人
自
ら
謂
へ
ら
く
靈
蛇
の
珠

を
握
り
と
、
家
家
自
ら
謂
へ
ら
く
荊
山
の
玉
を
抱
け
り
と
。
吾

が
王
是
に
於
て
天
網
を
設
け
て
以
て
之
を
該か

ね
、
八
紘
に
頓く
だ

し

て
以
て
之
を
掩
ひ
、
今
悉
く
茲
の
國
に
集
ま
れ
り
。

　

ま
ず
、
曹
植
が
若
い
頃
か
ら
文
章
を
作
る
こ
と
が
好
き
で
あ
っ
た

こ
と
、
そ
れ
を
二
五
年
も
続
け
た
こ
と
の
懐
古
か
ら
書
き
起
こ
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
王
粲
（
仲
宣
）、
陳
琳
（
孔
璋
）、
徐
幹
（
偉
長
）、

劉
楨
（
公
幹
）、
應
瑒
（
德
璉
）
な
ど
建
安
七
子
に
数
え
ら
れ
る
文

人
を
列
挙
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
文
学
の
非
常
な
才
能
を
持
つ
彼
ら
が
曹

操
の
下
に
一
堂
に
会
し
た
こ
と
に
思
い
を
馳
せ
る
。

然
此
數
子
、
猶
復
不
能
飛
軒
絶
跡
、
一
舉
千
里
。
以
孔
璋
之
才
、

不
閑
於
辭
賦
、而
多
自
謂
能
與
司
馬
長
卿
同
風
。
譬
畫
虎
不
成
、

反
爲
狗
也
。
前
書
嘲
之
、
反
作
論
盛
、
道
僕
讚
其
文
。
夫
鍾
期

不
失
聽
、
于
今
稱
之
。
吾
亦
不
能
妄
嘆
者
、
畏
後
世
之
嗤
余
也
。

然
れ
ど
も
此
の
數
子
、
猶
ほ
復
た
飛
軒
し
て
跡
を
絶
ち
、
一
舉

に
し
て
千
里
な
る
能
は
ざ
る
な
り
。
孔
璋
の
才
を
以
て
、
辭
賦

を
閑な
ら

は
ず
、
而
も
多
と
し
て
自
ら
謂
へ
ら
く
能
く
司
馬
長
卿
と
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風
を
同
じ
う
す
と
。
譬
へ
ば
虎
を
畫
き
て
成
ら
ず
、
反
て
狗
と

爲
る
な
り
。
前さ
き

に
書
も
て
之
を
嘲
る
に
、
反
て
論
を
作
し
道
を

盛
ん
に
す
。
僕 

其
の
文
を
讚
す
。
夫
れ
鍾
期
は
聽
を
失
は
ず
、

今
に
于
い
て
之
を
稱
す
。
吾
れ
も
亦
た
妄
り
に
嘆
す
る
能
は
ざ

る
者
は
、
後
世
の
余
を
嗤
は
ん
こ
と
を
畏
る
れ
ば
な
り
。

　

し
か
し
、
と
、
例
え
ば
陳
琳
の
才
能
を
も
っ
て
し
て
も
司
馬
相
如

の
辞
賦
に
は
及
ば
な
い
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
陳
琳
の
作
品
は
ま

る
で
虎
を
描
い
た
つ
も
り
が
、
で
き
あ
が
っ
た
の
は
犬
に
し
か
見
え

な
い
よ
う
な
も
の
だ
。
と
、
厳
し
い
評
価
を
下
す
。
同
時
に
、「
前

に
書
も
て
之
を
嘲
る
に
、
反
て
論
を
作
し
道
を
盛
ん
に
す
。」
と
、

陳
琳
の
辞
賦
を
嘲
っ
た
と
こ
ろ
、
陳
琳
か
ら
反
論
が
あ
っ
た
こ
と
も

あ
わ
せ
て
告
白
し
て
い
る
。
陳
琳
と
曹
植
の
議
論
は
現
在
残
っ
て
い

な
い
た
め
具
体
的
な
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
二
人
が
辞

賦
に
関
す
る
議
論
を
た
た
か
わ
せ
た
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
後
に
続
け
て
、
不
用
意
に
他
人
の
文
章
を
批
評
し
て
、
後
世
の
人

に
自
身
が
浅
薄
な
見
識
し
か
持
ち
得
な
い
存
在
で
あ
る
と
思
わ
れ
て

し
ま
う
よ
う
な
こ
と
は
し
た
く
な
い
、
と
曹
植
は
述
べ
る
。
こ
こ
に

は
、
曹
植
の
文
学
に
対
す
る
審
美
眼
を
後
世
の
人
に
疑
わ
れ
た
く
な

い
と
い
う
意
識
が
現
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
続
け
て
、
曹
植
は
「
世
人

の
著
述
、
病
無
き
能
は
ず
。
僕
常
に
人
の
其
の
文
を
譏
彈
す
る
を
好

む
、
善
か
ら
ざ
る
者
有
れ
ば
、
時
に
應
じ
て
改
定
す
。」
と
、
文
章

と
い
う
も
の
は
必
ず
欠
点
が
残
る
。
そ
れ
を
指
摘
し
て
く
れ
る
こ
と

は
と
て
も
嬉
し
い
こ
と
で
あ
る
と
し
、
文
学
を
そ
の
仲
間
と
と
も
に

切
磋
琢
磨
し
て
磨
き
上
げ
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と

い
う
考
え
や
、
よ
り
す
ぐ
れ
た
文
学
を
作
り
た
い
、
文
学
に
沈
潜
し

た
い
と
い
う
意
志
を
も
示
し
て
い
る
。
曹
植
は
文
学
の
営
み
に
つ
い

て
決
し
て
否
定
的
で
は
な
い
。

今
往
僕
少
小
所
著
辭
賦
一
通
相
與
。
夫
街
談
巷
説
、必
有
可
采
、

擊
轅
之
歌
、
有
應
風
雅
、
匹
夫
之
思
、
未
易
輕
棄
也
。
辭
賦
小

道
、
固
未
足
以
揄
揚
大
義
、
彰
示
來
世
也
。
昔
楊
子
雲
、
先
朝

執
戟
之
臣
耳
、
猶
稱
壯
夫
不
爲
也
。
吾
雖
德
薄
、
位
爲
蕃
侯
。

猶
庶
幾
勠
力
上
國
、
流
惠
下
民
、
建
永
世
之
業
、
留
金
石
之
功
、

豈
徒
以
翰
墨
爲
勳
績
、
辭
賦
爲
君
子
哉
。
若
吾
志
未
果
、
吾
道

不
行
、
則
將
采
庶
官
之
實
録
、
辯
時
俗
之
得
失
、
定
仁
義
之
衷
、

成
一
家
之
言
。
雖
未
能
藏
之
於
名
山
、
將
以
傳
之
於
同
好
。
此

要
之
皓
首
、
豈
今
日
之
論
乎
。
其
言
之
不
慙
、
恃
惠
子
之
知
我

也
。
明
早
相
迎
、
書
不
盡
懷
。
植
白
。

今い

ま往 

僕
が
少
小
よ
り
著
す
所
の
辭
賦
一
通 

相
與
に
す
。
夫
れ

街
談
巷
説
も
、
必
ず
采
る
べ
き
有
り
、
擊げ
き

轅え
ん

の
歌
も
、
風
雅
に

應
ず
る
有
り
、
匹
夫
の
思
ひ
も
、
未
だ
輕
ん
じ
て
棄
て
易
か
ら
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ざ
る
な
り
。
辭
賦
は
小
道
な
り
、
固
よ
り
未
だ
以
て
大
義
を

揄ゆ
よ
う揚

し
、來
世
に
彰
示
す
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
。昔 

楊
子
雲
は
、

先
朝
執し
つ
げ
き戟
の
臣
の
み
、
猶
ほ
壯
夫
は
爲
さ
ざ
る
な
り
と
稱
す
。

吾
れ
德
薄
し
と
雖
も
、
位
は
蕃
侯
爲
り
。
猶
ほ
庶こ

い
ね
が幾

は
く
は
力

を
上
國
に
勠あ

わ

せ
、
惠
み
を
下
民
に
流
し
、
永
世
の
業
を
建
て
、

金
石
の
功
を
留
め
ん
こ
と
を
、
豈
に
徒
だ
に
翰
墨
を
以
て
勳く

ん
せ
き績

を
爲
し
、
辭
賦
も
て
君
子
と
爲
さ
ん
や
。
若
し
吾
が
志 

未
だ

果
た
さ
れ
ず
、
吾
が
道 
行
は
れ
ず
ん
ば
、
則
ち
將
に
庶
官
の

實
録
を
采と

り
、
時
俗
の
得
失
を
辯
じ
、
仁
義
の
衷ま
こ
とを

定
め
、
一

家
の
言
を
成
さ
ん
と
す
。
未
だ
之
を
名
山
に
藏
す
る
能
は
ず
と

雖
も
、
將
に
以
て
之
を
同
好
に
傳
へ
ん
と
す
。
此
れ
之
を
皓
首

に
要
む
る
に
、
豈
に
今
日
の
論
な
ら
ん
や
。
其
の
言
の
慙は

ぢ
ざ

る
は
、
惠
子
の
我
を
知
る
を
恃た
の

め
ば
な
り
。
明
早
相
迎
へ
ん
、

書
は
懷
ひ
を
盡
さ
ず
。
植
白
す
。（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
）

　

手
紙
の
結
び
に
、
今
ま
で
自
分
が
作
っ
て
来
た
辞
賦
を
楊
修
に
送

り
、
同
時
に
こ
れ
が
街
談
巷
説
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も
何
か
見

る
べ
き
も
の
が
あ
る
は
ず
だ
、
と
、
文
学
に
対
す
る
矜
恃
を
の
ぞ
か

せ
る
。
手
紙
と
い
う
性
質
か
ら
謙
遜
の
辞
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
よ

う
が
、
自
分
が
刻
苦
し
て
作
り
上
げ
た
辞
賦
を
見
て
欲
し
い
と
い
う

願
い
も
込
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
一
方
で
、
自
分
が
目
指
す
べ

き
は
「
力
を
上
國
に
勠
せ
、
惠
み
を
下
民
に
流
」
す
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
こ
そ
君
子
の
本
懐
な
の
だ
。
だ
か
ら
、
辞
賦
が
上
手
だ
と
し
て

も
君
子
で
あ
る
た
め
に
は
そ
れ
を
誇
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う

の
で
あ
る
。

　

曹
植
は
、
こ
の
発
言
の
裏
付
け
に
揚
雄
の
辞
賦
に
対
す
る
見
解
を

引
い
て
い
る
が
、
揚
雄
が
辞
賦
（
文
学
）
と
政
治
の
関
係
性
に
固
執

し
た
の
に
対
し
て
、
曹
植
は
文
学
と
政
治
を
区
別
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、政
治
に
比
べ
れ
ば
辞
賦
は
小
道
に
過
ぎ
な
い
が
、だ
か
ら
と
い
っ

て
辞
賦
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
む
し
ろ
、「
街
談

巷
説
も
、
必
ず
采
る
べ
き
有
り
」
と
、
小
な
り
と
は
い
え
辞
賦
そ
の

も
の
に
も
、
辞
賦
そ
の
も
の
な
ら
で
は
の
価
値
が
あ
る
の
だ
と
主
張

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
主
張
は
、
前
漢
後
漢
を
お
お
う
政
治
・
社
会
的
な
価
値
観
に

も
と
づ
く
辞
賦
観
と
大
き
く
異
な
る
。
漢
代
以
前
は
、辞
賦
は
政
治
・

社
会
に
何
ら
か
の
寄
与
す
る
所
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ

て
き
た
。
ゆ
え
に
、
揚
雄
は
司
馬
相
如
が
そ
れ
に
相
当
す
る
作
品
を

作
っ
た
と
信
じ
て
そ
れ
を
模
擬
し
た
。
し
か
し
、
や
が
て
揚
雄
は
司

馬
相
如
の
作
品
が
奢
侈
に
流
れ
「
百
を
勧
め
て
一
を
諷
す
」
る
こ
と

を
不
満
に
感
じ
、
辞
賦
は
政
治
・
社
会
に
貢
献
す
べ
き
も
の
で
あ
る

と
し
つ
つ
も
、
辞
賦
で
は
そ
れ
が
成
し
得
な
い
と
判
断
し
て
辞
賦
を

作
る
こ
と
を
や
め
る
と
宣
言
し
た
。
後
漢
に
な
る
と
、
班
固
は
辞
賦
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七

の
王
朝
讃
美
の
面
を
強
調
し
た
が
、王
符
た
ち
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、

辞
賦
の
理
念
は
形
骸
化
し
て
し
ま
う
。
曹
植
も
や
は
り
辞
賦
は
「
小

道
」
で
あ
っ
て
、「
力
を
上
國
に
勠
せ
、
惠
み
を
下
民
に
流
」
す
よ

う
な
政
治
・
社
会
に
貢
献
・
寄
与
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た
が
、

辞
賦
を
無
力
な
も
の
で
あ
る
と
は
み
な
さ
な
か
っ
た
し
、
辞
賦
を
作

る
こ
と
を
や
め
も
し
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
自
身
の
本
懐
が
遂
げ
ら

れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、「
名
山
に
藏
す
る
能
は
ず
と
雖
も
、
將
に
以

て
之
を
同
好
に
伝
へ
ん
と
す
」
と
、
文
学
に
専
念
し
て
後
世
の
同
好

の
士
に
自
分
の
作
品
を
読
ん
で
欲
し
い
と
、
文
学
の
上
で
後
世
に
名

を
残
し
た
い
と
い
う
さ
さ
や
か
な
願
い
を
吐
露
し
て
い
る
。

　

曹
植
は
、
自
身
の
本
懐
は
揚
雄
以
来
の
辞
賦
観
の
延
長
線
上
に
あ

る
と
し
つ
つ
、
辞
賦
に
つ
い
て
は
前
漢
後
漢
以
来
の
思
潮
か
ら
切
り

離
し
、
辞
賦
そ
の
も
の
に
も
価
値
が
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
手
紙
を
受
け
取
っ
た
楊
修
は
「
答
臨
淄
侯
牋
」（『
文

選
』
巻
四
十
）
と
い
う
返
信
を
書
い
て
い
る
。

今
之
賦
頌
、
古
詩
之
流
、
不
更
孔
公
、
風
雅
無
別
耳
。
脩
家
子

雲
、
老
不
曉
事
、
強
著
一
書
、
悔
其
少
作
。（
略
）
若
乃
不
忘

經
國
之
大
美
、
流
千
載
之
英
聲
、
銘
功
景
鍾
、
書
名
竹
帛
、
斯

自
雅
量
、
素
所
畜
也
、
豈
與
文
章
相
妨
害
哉
。

今
の
賦
頌
は
、
古
詩
の
流
な
り
、
孔
公
を
更へ

ざ
る
も
、
風
雅
と

別
無
き
の
み
。
脩
の
家
の
子
雲
、
老
い
て
事
を
曉さ
と

ら
ず
、
強
ひ

て
一
書
を
著
は
し
、
其
の
少
き
と
き
の
作
を
悔
ゆ
。（
略
）
乃

ち
經
國
の
大
美
を
忘
れ
ず
、
千
載
の
英
聲
を
流
し
、
功
を
景
鍾

に
銘
し
、
名
を
竹
帛
に
書
す
る
が
若
き
は
、
斯
れ
自
ら
雅
量
の
、

素
よ
り
畜
ふ
る
所
な
り
、
豈
に
文
章
と
相
妨
害
せ
ん
や
。

　

楊
修
は
、曹
植
の
辞
賦
作
品
を
古
詩
の
流
れ
を
く
む
も
の
、『
詩
経
』

の
伝
統
を
継
ぐ
も
の
で
あ
る
と
し
、
あ
く
ま
で
も
漢
代
以
降
の
文
学

観
に
立
つ
姿
勢
を
崩
さ
な
い
。
さ
ら
に
、
曹
植
の
文
学
営
為
を
「
経

国
の
大
美
」
と
し
て
褒
め
、
曹
植
自
身
が
政
治
・
社
会
に
貢
献
す
る

と
い
う
こ
と
と
辞
賦
を
作
る
こ
と
は
矛
盾
し
な
い
と
訴
え
る
。
こ
の

よ
う
に
、
楊
修
は
曹
植
が
見
い
だ
そ
う
と
し
た
辞
賦
の
社
会
・
政
治

か
ら
の
分
離
を
否
定
す
る
。
そ
の
上
で
、
曹
植
の
作
品
は
『
詩
経
』

を
継
承
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
後
世
ま
で
読
み
継
が
れ
る
価
値
を

持
っ
て
い
る
の
だ
と
曹
植
を
慰
め
る
。
両
者
の
手
紙
の
応
酬
に
は
、

曹
植
と
楊
修
の
辞
賦
観
の
相
違
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
、
お
わ
り
に

　

賦
は
、
発
生
以
来
そ
の
存
在
に
つ
い
て
絶
え
ず
問
わ
れ
続
け
て
き

た
。
そ
れ
は
、『
詩
經
』
の
精
神
を
継
承
す
る
と
い
う
使
命
を
負
わ
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さ
れ
る
も
、
そ
の
辞
賦
の
も
つ
性
質
に
よ
っ
て
そ
の
使
命
を
果
た
し

得
な
い
、
あ
る
い
は
困
難
で
あ
る
と
い
う
矛
盾
を
い
か
に
打
開
す
る

か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
皮
肉
に
も
辞
賦
に
与
え
ら
れ
た

使
命
の
た
め
に
、
後
漢
中
期
以
降
に
な
る
と
出
世
の
道
具
に
成
り
下

が
っ
て
し
ま
う
憂
き
目
も
見
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
に
文
人

達
は
苦
悩
し
、
ま
た
、
辞
賦
を
安
易
な
出
世
の
道
具
と
み
な
す
風
潮

に
批
判
の
ま
な
ざ
し
を
向
け
た
。
一
方
、
辞
賦
に
読
ま
れ
る
テ
ー
マ

も
広
が
り
を
見
せ
、
次
第
に
辞
賦
に
求
め
ら
れ
て
き
た
風
諭
の
精
神

と
、
実
際
に
作
ら
れ
る
作
品
の
内
容
の
乖
離
が
大
き
く
な
っ
て
い
っ

た
。
曹
植
の
「
辞
賦
小
道
」
と
い
う
言
葉
は
、
従
来
議
論
さ
れ
て
き

た
こ
の
矛
盾
を
、
辞
賦
を
政
治
性
や
社
会
性
か
ら
敢
え
て
切
り
離
し

て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
消
し
、
新
た
な
辞
賦
観
を
提
供
し
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

曹
植
の
辞
賦
作
品
、
さ
ら
に
魏
晋
の
辞
賦
作
品
を
眺
め
て
み
る
と

様
々
に
テ
ー
マ
が
広
が
っ
て
ゆ
く
様
子
が
見
え
る
。
特
に
、
班
固
が

指
摘
し
た
「
賢
人
失
志
の
賦
」
に
つ
い
て
は
、
既
に
一
つ
の
あ
り
方

と
し
て
詠
物
賦
の
形
を
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
展
開
し
て
ゆ
く
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る）

1（
（

。
後
漢
中
期
頃
か
ら
見
え
は
じ
め
る
辞
賦
の
抒
情

化
の
流
れ
を
、
曹
植
は
「
辞
賦
は
小
道
」
と
い
う
形
で
宣
言
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
曹
植
は
、
そ
の
本
懐
で
あ
る
政
治
・
社
会
に
貢
献
す
る

こ
と
と
、
辞
賦
を
作
る
こ
と
の
意
義
と
を
切
り
離
し
た
の
で
あ
る
。

後
漢
末
、
所
謂
「
建
安
時
代
の
文
学
」
を
一
つ
の
画
期
と
す
れ
ば
、

こ
の
時
代
に
辞
賦
は
そ
の
あ
り
方
を
抒
情
化
と
い
う
道
を
進
む
こ
と

に
よ
り
変
容
さ
せ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う）

11
（

。

　

曹
植
は
、「
辞
賦
小
道
」
と
い
う
一
つ
の
道
を
示
し
た
が
、
一
方

で
魏
晋
に
お
い
て
は
さ
ら
に
辞
賦
に
関
す
る
議
論
が
展
開
す
る
。
例

え
ば
左
思
の
「
三
都
賦
」
は
班
固
、
張
衡
の
も
の
し
た
所
謂
都
邑
賦

を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
。
左
思
は
「
三
都
賦
」
の
序
文
に
て
や
は

り
辞
賦
に
関
す
る
議
論
を
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
陸
機
は
「
文
賦
」

に
て
創
作
理
論
と
も
言
う
べ
き
議
論
を
展
開
し
、
自
身
も
辞
賦
作
品

を
作
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
辞
賦
に
関
す
る
議
論
も
辞
賦
作
品

も
、
魏
晋
以
降
さ
ら
に
盛
ん
に
な
っ
て
ゆ
く）

11
（

。
こ
れ
ら
に
対
す
る
考

察
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
、
稿
を
改
め
て
論
ず
る
こ
と

と
し
た
い
。

注（
１
）　

揚
雄
『
法
言
』
吾
子
篇

（
２
）　

班
固
「
両
都
賦
序
」（『
文
選
』
巻
一
）

（
３
）　

曹
植
「
与
楊
徳
祖
書
」（『
文
選
』
巻
四
二
）

（
４
）　

魯
迅
「
魏
晋
の
風
度
お
よ
び
文
章
と
薬
お
よ
び
酒
の
関
係
」（
竹
内
好
編

訳
『
魯
迅
評
論
集
』
岩
波
文
庫
一
九
八
一
年
）

（
５
）　

費
振
剛
『
全
漢
賦
』（
北
京
大
学
出
版
社
一
九
九
三
年
）
お
よ
び
費
振
剛
・



曹
植
の
所
謂
「
辞
賦
小
道
」
を
め
ぐ
っ
て

六
九

仇
仲
謙
『
全
漢
賦
校
注
』（
広
東
教
育
出
版
社
二
〇
〇
五
年
）
は
「
皇
太
子

生
賦
」
を
存
目
と
し
て
録
す
。

（
６
）　
『
漢
書
』
枚
皐
伝

（
７
）　
『
漢
書
』
揚
雄
伝

（
８
）　

揚
雄
の
模
擬
性
に
つ
い
て
は
、
𢎭
和
順
「
揚
雄
『
法
言
』
に
お
け
る
摸

倣
と
創
造
」『
中
国
研
究
集
刊
』
三
〇
（
大
阪
大
学
中
国
学
会
二
〇
〇
二
年
）

に
指
摘
が
あ
る
。

（
９
）　

例
え
ば
、
司
馬
相
如
の
「
子
虚
上
林
賦
」
の
後
に
揚
雄
が
「
河
東
賦
」

や
「
甘
泉
賦
」
を
作
り
、班
固
が
「
両
都
賦
」
を
執
筆
し
た
後
に
張
衡
が
「
両

都
賦
」
に
擬
し
て
「
二
京
賦
」
を
、
さ
ら
に
は
左
思
が
「
二
京
賦
」
に
擬

し
て
「
三
都
賦
」
を
執
筆
し
て
い
る
。
ま
た
、
模
擬
す
る
こ
と
と
そ
の
創

作
意
識
に
つ
い
て
は
、
岡
村
繁
「
班
固
と
張
衡
─
そ
の
創
作
態
度
の
異
質

性
─
」（『
小
尾
郊
一
古
希
記
念
中
国
学
論
集
』
汲
古
書
院
一
九
八
三
年
）

に
論
考
が
あ
る
。

（
10
）　
『
漢
書
』「
揚
雄
伝
」
で
は
、
さ
ら
に
「
雄
以
爲
賦
者
、
將
以
風
也
。
必

推
類
而
言
、
極
麗
靡
之
辭
、
閎
侈
鉅
衍
、
競
於
使
人
不
能
加
也
、
既
乃
歸

之
於
正
、
然
覽
者
已
過
矣
。
往
時
武
帝
好
神
仙
、
相
如
上
大
人
賦
、
欲
以
風
、

帝
反
縹
縹
有
陵
雲
之
志
。
繇
是
言
之
、
賦
勸
而
不
止
、
明
矣
。
又
頗
似
俳

優
淳
于
髠
髡髡
優
孟
之
徒
、
非
法
度
所
存
、
賢
人
君
子
詩
賦
之
正
也
。
於
是

輟
不
復
爲
。（
雄 

以
爲
へ
ら
く
賦
は
、
將
に
以
て
風
す
る
な
り
。
必
ず
類

を
推
し
て
言
ひ
、
麗
靡
の
辭
を
極
め
、
閎
侈
鉅
衍
に
し
て
、
人
を
し
て
加

ふ
る
能
は
ざ
ら
し
む
る
に
競
ひ
、
既
に
乃
ち
之
を
正
に
歸
す
る
も
の
な
れ

ど
も
、
然
ど
も
覽
る
者
已
に
過
ま
て
り
。
往
時 

武
帝
神
仙
を
好
み
、
相
如 

大
人
の
賦
を
上
り
、
以
て
風
せ
ん
と
欲
す
れ
ど
も
、
帝
反
て
縹
縹
と
し
て

陵
雲
の
志
有
り
。是
に
繇
り
て
之
を
言
へ
ば
、賦
は
勸
め
て
止
ま
ざ
る
こ
と
、

明
ら
か
な
り
。
又
頗
る
俳
優
淳
于
髠
・
優
孟
の
徒
に
似
、法
度
の
存
す
る
所
、

賢
人
君
子
の
詩
賦
の
正
に
非
ざ
る
な
り
。
是
に
於
て
輟や

め
て
復
た
と
爲
さ

ず
。）」
と
、
司
馬
相
如
に
対
し
て
厳
し
い
批
判
を
行
っ
て
い
る
。

（
11
）　

こ
の
他
、
司
馬
相
如
は
「
答
盛
覧
書
」（『
西
京
雑
記
』
巻
二
）
に
て
辞

賦
論
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
司
馬
相
如
の
言
説
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
関
し
て
は
疑
義
が
呈
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
例
え
ば
周
勛
初
「《
西
京

雑
記
》
中
的
司
馬
相
如
賦
論
質
疑
」『
魏
晋
南
北
朝
文
学
論
叢
』
江
蘇
古
籍

出
版
社
一
九
九
九
年
）、
別
に
検
討
し
た
い
。

（
12
）　
『
漢
書
』「
藝
文
志
」
と
『
七
略
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、古
勝
隆
一
『
目

録
学
の
誕
生
─
劉
向
が
生
ん
だ
書
物
文
化
─
』
京
大
人
文
研
（
臨
川
書
店

二
〇
一
九
年
）
の
「
第
一
章　

劉
向
目
録
学
の
イ
ン
パ
ク
ト
」
を
参
照
し
、

こ
の
立
場
を
と
る
こ
と
と
し
た
。

（
13
）　
『
漢
書
』「
藝
文
志
」
詩
賦
略

（
14
）　

拙
稿
「
張
衡
「
二
京
賦
」
小
考
」『
國
學
院
中
國
學
會
報
』
第
五
八
輯

（
二
〇
一
三
年
）
に
、
漢
賦
を
『
歴
代
賦
彙
』
の
分
類
に
照
ら
し
て
一
覧
に

し
た
表
を
載
せ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

（
15
）　

班
固
「
両
都
賦
序
」（『
文
選
』
巻
一
）



七
〇

國
學
院
中
國
學
會
報
　
第
六
十
五
輯

（
16
）　

班
固
の
「
両
都
賦
」
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
14
に
挙
げ
た
拙
稿
に
て
概

要
を
述
べ
た
。

（
17
）　

王
符
『
潛
夫
論
』
務
本
篇

（
18
）　
『
後
漢
書
』
蔡
邕
伝
所
収

（
19
）　

福
山
泰
男
「
張
衡
詩
賦
小
考
─
東
漢
後
期
の
文
学
情
況
を
め
ぐ
っ
て
─
」

『
山
形
大
学
紀
要 

人
文
科
学
』
一
四
（
二
〇
〇
一
年
）。
後
に
同
『
建
安
文

学
の
研
究
』（
汲
古
書
院
二
〇
一
二
年
）
の
第
一
章
に
一
部
抜
粋
し
て
「
補

説　

張
衡
「
論
貢
擧
疏
」
辨
誤
」
と
し
て
収
録
。
ま
た
、
鴻
都
門
学
に
つ

い
て
は
、
上
谷
浩
一
「
後
漢
政
治
史
に
お
け
る
鴻
都
門
学
─
霊
帝
期
改
革

の
再
評
価
の
た
め
に
」『
東
洋
史
研
究
』（
京
都
大
学
）
六
三
巻
二
号
に
お

い
て
、
蔡
邕
の
批
判
を
受
け
止
め
つ
つ
も
霊
帝
の
改
革
を
再
評
価
し
よ
う

と
試
み
て
い
る
。

（
20
）　

蔡
邕
「
宜
所
施
行
七
事
」（『
後
漢
書
』
蔡
邕
伝
）

（
21
）　

曹
丕
「
典
論
論
文
」（『
文
選
』
巻
五
二
）

（
22
）　

文
学
史
上
に
お
け
る
ジ
ャ
ン
ル
の
発
生
と
展
開
に
つ
い
て
は
、
褚
斌
杰

著
・
福
井
佳
夫
訳
『
中
国
の
文
章
─
ジ
ャ
ン
ル
に
よ
る
文
学
史
』
汲
古
選

書
三
九
（
汲
古
書
院
二
〇
〇
四
年
）
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
23
）　

曹
植
「
前
録
自
序
」（『
藝
文
類
聚
』
第
五
十
五
卷
雜
文
部
一
集
序
）

（
24
）　

曹
植
の
辞
賦
観
を
述
べ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
李
宝
均
『
曹
氏
父
子
和

建
安
文
学
』（
中
国
古
典
文
学
基
本
知
識
叢
書
）
の
「
五
、
曹
植 

理
想
与

現
実
的
矛
盾
在
散
文
和
辞
賦
中
的
反
映
」（
上
海
古
籍
出
版
一
九
七
八
年
）、

鍾
優
民
『
曹
植
新
探
』（
黄
色
山
書
社
一
九
八
四
年
）
の
「
八
、
曹
植
的
辞

賦
」、踪
凡
『
漢
賦
研
究
史
論
』（
北
京
大
学
出
版
社
二
〇
〇
七
年
）
の
「
第

二
章 

魏
晋
南
北
朝
：
漢
賦
研
究
的
発
展
与
興
盛
」、
何
新
文
・
蘇
瑞
隆
・

彭
安
湘
『
中
国
賦
論
史
』（
人
民
出
版
社
二
〇
一
二
年
）
の
「
第
二
章 

魏

晋
南
北
朝
賦
論
的
拓
展
」
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
曹
植
の
別
集
と
し
て
は
、

『
宋
本
曹
子
建
文
集
』（『
続
古
逸
叢
書
』
所
収
）
等
の
版
本
の
他
、（
清
）

丁
晏
『
曹
集
銓
評
』（
世
界
書
局
一
九
六
二
年
）、
そ
し
て
制
作
順
に
作
品

を
配
列
し
た
趙
幼
文
校
注
『
曹
植
集
校
注
』（
人
民
文
学
出
版
社
一
九
八
四

年
）
が
あ
る
。
な
お
、『
曹
植
集
校
注
』
は
二
〇
一
六
年
に
中
華
書
局
よ
り

修
正
を
経
て
再
版
さ
れ
て
い
る
。

（
25
）　

張
可
礼
『
三
曹
年
譜
』（
斉
魯
書
社
一
九
八
三
年
）

（
26
）　

江
竹
虚
撰
／
江
宏
整
理
『
曹
植
年
譜
』（
台
湾
商
務
印
書
館
二
〇
一
三
年
）

（
27
）　

呉
質
「
答
東
阿
王
書
」（『
文
選
』
巻
四
二
）
お
よ
び
楊
修
「
答
臨
淄
侯
牋
」

（『
文
選
』
巻
四
十
）。

（
28
）　

曹
植
「
与
呉
季
重
書
」（『
文
選
』
卷
四
二
）

（
29
）　

呉
質
「
答
東
阿
王
書
」（『
文
選
』
巻
四
二
）

（
30
）　

こ
の
他
、『
三
國
志
』「
陳
思
王
伝
」
の
裴
松
之
注
に
引
く
『
典
略
』
も
、

「
典
略
曰
、
楊
脩
字
德
祖
。
太
尉
彪
子
也
。（
略
）
又
是
時
臨
菑
侯
植
以
才

捷
愛
幸
、
來
意
投
脩
、
數
與
脩
書
。（
典
略
に
曰
は
く
、
楊
脩
字
は
德
祖
。

太
尉
彪
の
子
な
り
。（
略
）
又
是
の
時
臨
菑
侯
植 

才
の
捷
な
る
を
以
て
愛

幸
し
、
意
を
來
た
し
て
脩
に
投
じ
、
數
し
ば
脩
に
書
を
與
ふ
。）」
と
、
よ



曹
植
の
所
謂
「
辞
賦
小
道
」
を
め
ぐ
っ
て

七
一

り
詳
細
な
記
述
を
引
用
し
た
後
に
、
曹
植
が
楊
修
に
与
え
た
手
紙
と
楊
修

が
そ
れ
に
答
え
た
手
紙
を
載
せ
て
い
る
。

（
31
）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
廖
国
棟
『
魏
晋
詠
物
賦
研
究
』（
文
史
哲
学
出
版
社

一
九
九
〇
年
）が
詠
物
賦
に
つ
い
て
総
体
的
な
研
究
を
行
っ
て
い
る
。ま
た
、

近
年
で
は
許
結
・
易
聞
暁
主
編
『
中
国
賦
学
第
三
輯
』（
斉
魯
書
社

二
〇
一
六
年
）
の
「
三
、
歴
代
辞
賦
研
究
」、
林
登
順
・
阮
玉
茹
「
二
、
魏

晋
鳥
獣
虫
魚
賦
之
情
思
意
識
述
論
」
に
考
察
が
あ
る
。

（
32
）　

漢
魏
六
朝
時
代
に
お
け
る
辞
賦
の
抒
情
化
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
徐

公
持
「
詩
的
賦
化
与
賦
的
詩
化
」『
文
学
遺
産
』
一
九
九
二
年
第
一
期

（
一
九
九
二
年
）、黄
水
雲
『
中
国
辞
賦
論
叢
』（
文
津
出
版
社
二
〇
一
二
年
）

の
「
肆
、
論
六
朝
賦
詩
化
之
原
因
及
表
現
」、
ま
た
単
著
と
し
て
は
池
万
興

『
六
朝
抒
情
小
賦
概
論
』（
人
民
文
学
出
版
社
二
〇
一
三
年
）、
同
『《
史
記
》

与
小
賦
論
叢
』（
上
海
古
籍
出
版
社
二
〇
一
五
年
）
等
に
論
考
が
あ
る
。

（
33
）　

例
え
ば
、
西
晋
に
摯
虞
「
文
章
流
別
論
」
な
ど
の
文
学
論
を
述
べ
た
著

作
が
現
れ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
漢
魏
六
朝
時
代
の
文

学
論
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
最
近
で
は
釜
谷
武
志
「
独
創
と
模
倣
─
漢
魏

六
朝
の
文
学
論
を
中
心
に
─
」『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
七
一
集
（
二
〇
一
九

年
）
に
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

〔
キ
ー
ワ
ー
ド
〕　

揚
雄
、
詩
人
の
賦
と
辞
人
の
賦
、
班
固
、
曹
植
、
辞
賦
小
道


