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居
し
た
の
ち
、
太
守
張
超
（
范
書
「
文
苑
伝
」
に
立
伝
さ
れ
た
張
超
と
は

別
人
）
に
請
わ
れ
て
郡
府
に
出
仕
し
、
功
曹
と
し
て
太
守
を
補
佐
し
て
い

る
。
こ
の
盟
約
の
仕
掛
け
人
は
、
臧
洪
で
あ
っ
た
。
彼
は
張
超
を
説
得

し
、
そ
の
兄
張
邈
を
動
か
し
て
盟
約
を
実
現
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

も
う
一
篇
は
、
標
題
に
掲
げ
た
も
の
で
、
臧
洪
が
袁
紹
と
交
戦
中
、
籠
城

を
続
け
な
が
ら
書
い
た
書
簡
で
あ
る
。「
答
陳
琳
書
」（
厳
可
均
『
全
後
漢

文
』
等
）
と
も
「
報
袁
紹
書
」（
袁
曄
『
漢
献
帝
春
秋
』
（
２
）

等
）
と
も
呼
ば

れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
袁
紹
が
陳
琳
に
書
か
せ
た
帰
順
勧
告
書
に
対
す

る
、
陳
琳
に
宛
て
た
返
書
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
臧
洪
と
袁
紹
の
一
戦
は
、

曹
操
が
、
張
超
を
雍
丘
で
包
囲
し
自
殺
に
追
い
込
ん
だ
こ
と
に
帰
因
す

一

　

後
漢
末
、
霊
・
献
帝
期
を
生
き
た
士
大
夫
臧
洪
（
字
は
子
源
、
160
～

196
？
）
は
、
陳
寿
『
三
国
志
』
お
よ
び
范
曄
『
後
漢
書
』
に
立
伝
さ
れ
る

人
物
で
あ
る
。
（
１
）

こ
の
両
つ
の
臧
洪
伝
は
、
王
朝
末
期
の
混
迷
の
時
代
を
足

早
に
駆
け
抜
け
た
士
大
夫
の
足
跡
を
、
二
篇
の
文
章
を
柱
に
据
え
て
辿
っ

て
い
る
。
う
ち
一
篇
は
、
五
人
の
牧
守
が
盟
約
を
結
ん
だ
時
に
、
臧
洪
が

作
っ
た
盟
辞
で
、
少
帝
辯
を
廃
位
・
弑
殺
（
189
・
190
）
し
た
董
卓
の
誅
除

を
誓
っ
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
、
臧
洪
は
棄
官
し
て
広
陵
郡
の
郷
里
に
家

後
漢
・
臧
洪
の
絶
交
書
に
つ
い
て

宮
内
克
浩
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る
。
臧
洪
は
、
旧
主
の
急
報
を
受
け
、
救
援
の
た
め
の
兵
馬
の
貸
与
を
袁

紹
に
請
う
た
が
、
袁
紹
は
承
諾
し
な
か
っ
た
。
臧
洪
が
、
友
好
関
係
に

あ
っ
た
袁
紹
に
対
し
て
蟷
螂
の
斧
を
振
り
上
げ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の

は
、
張
超
が
、
臧
洪
を
「
天
下
の
義
士
」
と
認
め
、「
当
に
来
た
り
て
吾

を
救
ふ
べ
し
」
と
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
知

己
の
信
頼
に
応
え
る
機
会
を
、
袁
紹
が
臧
洪
に
与
え
な
か
っ
た
怨
恨
に
由

る
も
の
で
あ
っ
た
。
か
く
て
臧
洪
の
返
書
は
、
袁
紹
に
向
け
て
は
、
天
下

の
義
士
の
怨
恨
ゆ
え
に
、
徹
底
抗
戦
の
決
意
を
伝
え
る
内
容
と
な
っ
た
。

一
方
、
同
郷
の
陳
琳
に
対
し
て
は
絶
交
書
、
さ
ら
に
臧
洪
自
身
に
と
っ
て

は
辞
世
の
辯
を
綴
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
絶
交
書
に
関
し
て
は
、
魏
晋
の
政
権
交
替
期
に
書
か
れ
た
嵆
康

「
与
山
巨
源
絶
交
書
」
が
、『
文
選
』
に
も
載
録
さ
れ
、
最
も
知
ら
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
臧
洪
の
絶
交
書
は
、
嵆
康
に
先
立
つ
こ
と
六
十
余

年
前
に
書
か
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
四
十
年
を
遡
っ
た
後
漢
・
桓
帝
期
に

は
、
朱
穆
が
絶
交
書
を
書
い
て
い
る
。
こ
の
朱
穆
の
作
は
、
後
人
に
節
録

さ
れ
て
伝
わ
る
残
篇
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
完
篇
と
し
て
今
に
伝
わ
る
臧

洪
の
書
簡
は
、
後
漢
の
絶
交
書
の
体
例
を
知
る
上
で
貴
重
で
あ
る
が
、
ま

た
後
漢
後
期
の
文
学
の
特
質
を
探
る
上
で
も
看
過
で
き
な
い
要
素
を
含
ん

で
い
る
と
も
思
わ
れ
る
。
い
ま
私
見
を
述
べ
る
所
以
で
あ
る
。

二

　

本
題
に
入
る
前
に
、
史
書
の
所
伝
を
追
っ
て
臧
洪
の
生
涯
を
辿
り
、
絶

交
書
執
筆
の
経
緯
と
そ
の
内
容
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
臧
洪
の

経
歴
に
つ
い
て
は
主
に
『
三
国
志
』
本
伝
に
依
拠
す
る
こ
と
と
し
、
そ
こ

か
ら
の
引
用
に
は
、
出
典
を
明
記
し
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

　

臧
洪
は
、「
漢
の
良
吏
」（
謝
承
『
後
漢
書
』）
と
評
さ
れ
る
臧
旻
を
父

に
持
つ
。
旻
は
牧
守
を
歴
任
し
、
ま
た
使
匈
奴
中
郎
将
と
な
っ
て
、
当
時

辺
境
を
た
び
た
び
侵
犯
し
た
西
北
方
の
異
民
族
の
征
討
に
従
軍
し
て
い

る
。
そ
の
時
に
得
た
知
見
が
、
時
の
三
公
に
よ
っ
て
賞
賛
さ
れ
（
同
前
）、

長
水
校
射
に
転
じ
、
太
原
太
守
に
終
わ
っ
て
い
る
（
同
前
）。
さ
て
臧
洪

は
孝
廉
に
挙
げ
ら
れ
て
試
経
さ
れ
、
十
五
歳
で
「
父
の
功
を
以
て
」（
范

書
本
伝
）
童
子
郎
を
拝
命
し
た
。
彼
が
就
い
た
の
は
、
宿
衛
を
職
務
と
す

る
、
三
署
郎
と
総
称
さ
れ
る
郎
官
で
あ
る
が
、
次
い
で
三
署
郎
か
ら
趙

昱
・
劉
繇
・
王
朗
ら
と
共
に
県
長
に
抜
擢
さ
れ
、
臧
洪
自
身
は
即
丘
長
に

任
じ
ら
れ
た
。
な
お
范
書
本
伝
で
は
外
官
転
出
前
の
こ
と
と
し
て
、
若
年

か
ら
そ
の
経
学
の
学
識
の
高
さ
を
特
筆
し
、
名
が
太
学
に
知
れ
渡
っ
た
と

称
え
て
い
る
。
こ
の
後
、
臧
洪
は
霊
帝
朝
の
末
、
中
平
末
（
189
）
年
に
棄

官
し
て
家
居
す
る
の
で
あ
る
が
、
郷
里
広
陵
の
地
で
太
守
張
超
の
知
遇
を
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得
て
、
彼
は
義
士
と
し
て
の
新
た
な
地
平
を
拓
く
機
会
を
得
る
こ
と
に
な

る
。

　

臧
洪
は
、
広
陵
郡
府
で
張
超
の
絶
大
な
信
任
を
得
、
郡
の
「
政
教
威
恩

は
…
…
動
も
す
れ
ば
臧
洪
に
任
」
せ
る
ほ
ど
で
あ
り
、
超
に
「
洪
は
才
略

智
数
、
超
に
優
れ
り
。
超
甚
だ
之
を
愛
す
。
海
内
の
奇
士
な
り
」
と
言
わ

し
め
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
臧
洪
の
功
績
と
し
て
伝
わ
る
初
平
元
（
190
）

年
に
挙
行
さ
れ
た
酸
棗
の
地
で
の
会
盟
も
、
主
従
の
強
い
信
頼
関
係
が
実

現
さ
せ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
そ
の
発
端
は
、
臧
洪
が
張
超
に
対
し
て
、

郡
内
の
兵
力
を
結
集
し
て
董
卓
誅
滅
の
先
駆
け
を
勧
め
た
こ
と
で
あ
っ

た
。
臧
洪
の
主
張
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
張
超
は
「
歴
世
恩
を
受
け
」、

陳
留
太
守
張
邈
と
も
ど
も
「
兄
弟
並
び
に
大
郡
に
拠
る
」
以
上
、
王
朝
か

ら
受
け
た
恩
義
は
こ
と
さ
ら
大
き
い
と
言
え
る
。
董
卓
が
虎
視
眈
々
と
漢

の
社
稷
を
狙
っ
て
い
る
今
こ
そ
「
天
下
の
義
烈
の
報
恩
効
命
の
秋
」
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
「
国
賊
を
誅
除
し
、
天
下
の
為
に
倡
先
す
る
は
、
義
の

大
な
る
者
」
で
あ
る
の
だ
、
と
。
つ
ま
り
臧
洪
は
、
主
従
の
関
係
を
己
れ

の
命
よ
り
も
優
先
さ
せ
、「
報
恩
効
命
」
と
い
う
忠
の
履
行
を
大
義
と
し

て
、
超
に
そ
の
行
動
を
促
す
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
の
ち
に
旧
主
張
超

の
危
難
に
お
い
て
臧
洪
自
身
に
突
き
つ
け
ら
れ
る
問
題
と
も
な
る
の
で
あ

る
が
、
臧
洪
は
こ
の
「
義
の
大
な
る
者
」
を
以
て
張
超
に
説
き
、
続
い
て

張
邈
の
説
得
に
成
功
す
る
に
及
ん
で
、
会
盟
は
実
現
に
向
け
て
大
き
く
動

き
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
で
は
邈
・
超
兄
弟
の
心
を
動
か
し
た
の
は
何
で

あ
っ
た
か
。

　

張
邈
の
人
と
為
り
は
「
少
く
し
て
俠
を
以
て
聞
こ
え
、
窮
せ
る
も
の
を

振に
ぎ

は
し
急
な
る
も
の
を
救
ひ
、
家
を
傾
く
る
も
愛
し
む
こ
と
無
し
」（『
三

国
志
』
張
邈
伝
）
と
伝
え
ら
れ
、
范
書
「
党
錮
列
伝
」
序
に
い
わ
ゆ
る

「
八
廚
」
の
一
人
に
挙
げ
ら
れ
る
人
物
で
あ
り
、
義
俠
心
の
篤
さ
で
知
ら

れ
る
。
彼
は
曹
操
・
袁
紹
と
交
結
し
た
が
、
袁
紹
に
対
し
て
、
張
邈
は
、

反
董
卓
勢
力
の
盟
主
と
な
り
言
動
に
驕
色
が
目
立
ち
始
め
た
彼
を
「
義
を

正
し
て
之
を
責
め
」
た
（『
三
国
志
』
張
邈
伝
）
と
伝
え
ら
れ
る
。
こ
れ

を
恨
ん
だ
袁
紹
は
、
曹
操
に
張
邈
殺
害
を
促
す
が
、
曹
操
は
聴
き
入
れ

ず
、
こ
れ
に
よ
っ
て
張
邈
は
曹
操
と
親
交
を
一
層
深
め
る
。
曹
操
は
徐
州

征
討
前
に
、
妻
子
に
対
し
て
、
万
一
の
場
合
は
張
邈
を
頼
る
よ
う
告
げ
る

ほ
ど
の
仲
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
も
含
め
て
考
え
る
と
、
張
邈
・
張
超
の

心
を
動
か
し
た
の
は
、
彼
ら
の
心
と
響
き
合
う
臧
洪
の
義
烈
で
あ
り
、
同

声
相
応
じ
た
結
果
と
も
言
え
よ
う
。

　

か
く
て
初
平
元
（
190
）
年
正
月
、
張
邈
・
張
超
は
酸
棗
で
劉
岱
（
兗
州

刺
史
）・
孔
伷
（
予
州
刺
史
）・
橋
瑁
（
東
郡
太
守
）
と
共
に
盟
約
を
結
ぶ
。

折
し
も
袁
術
・
韓
馥
・
王
匡
・
袁
紹
・
袁
遺
・
鮑
信
ら
が
挙
兵
し
、
前
年

十
二
月
に
旗
揚
げ
し
た
曹
操
を
加
え
た
反
董
卓
勢
力
（
盟
主
は
袁
紹
）
が

形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（『
三
国
志
』
武
帝
紀
）。
さ
て
、
酸
棗
で
盟
約
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を
主
辧
し
た
の
は
臧
洪
で
あ
る
。
歃
血
し
て
誓
っ
た
盟
辞
が
臧
洪
伝
に
載

せ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
百
二
十
回
本
『
三
国
演
義
』
第
五
回
の
盟
約
の
場

面
で
盟
主
袁
紹
が
読
み
上
げ
る
盟
辞
は
、
臧
洪
の
こ
の
盟
辞
が
粉
本
に

な
っ
て
い
て
、
名
前
を
入
れ
替
え
た
他
は
ほ
ぼ
同
一
の
文
辞
で
あ
る
こ
と

は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
雲
蜺
を
截
た
ん
ば
か
り
の
気
概
が
漲
っ
て
い
る

と
劉
勰
が
評
し
た
（『
文
心
雕
竜
』
祝
盟
）
盟
辞
を
以
下
に
挙
げ
る
。

①
②
漢
室
不
幸　

皇
綱
失
統

漢
室
不
幸
に
し
て
皇
綱
は
統
を
失
ひ

③
④
賊
臣
董
卓　

乗
釁
縦
害

賊
臣
董
卓 

釁
に
乗
じ
て
縦
に
害
せ
り

⑤
⑥
禍
加
至
尊　

虐
流
百
姓

禍 
至
尊
に
加
は
り 

虐 

百
姓
に
流お
よ

ぶ

⑦　

大
懼
淪
喪
社
稷

大
い
に
懼
る
ら
く
は 

社
稷
を
淪
喪
し

⑧　

剪
覆
四
海

四
海
を
剪
覆
せ
ん
か
と

⑨
⑩
…
…
岱
…
…
伷
…
…
邈

…
…
岱
…
…
伷
…
…
邈

⑪
⑫
…
…
瑁
…
…
超
等

…
…
瑁
…
…
超
ら

⑬
⑭
糾
合
義
兵　

並
赴
国
難

義
兵
を
糾
合
し 

並な
ら
び

に
国
難
に
赴
か
ん

⑮　

凡
我
同
盟

凡
そ
我
が
同
盟

⑯
⑰
斉
心
戮
力　

以
致
臣
節

斉
心
戮
力
し 

以
て
臣
節
を
致
せ     

⑱
⑲
殞
首
喪
元　

必
無
二
志

首
を
殞お
と

し
元こ
う
べ

を
喪
ふ
と
も
必
ず
二
志

あ
る
無
か
れ

⑳　

有
渝
此
盟

此
の
盟
に
渝か
わ

る
こ
と
有
ら
ば  

俾
墜
其
命  

無
克
遺
育

其
の
命
を
墜
と
し
克
く
遺
育
す
る
無

か
ら
し
め
ん

皇
天
后
土  

祖
宗
明
霊

皇
天
后
土  

祖
宗
明
霊

　

実
皆
鑒
之

実
に
皆
之
を
鑒
ん

　

こ
の
会
盟
で
は
、
張
超
の
下
僚
の
臧
洪
が
盟
を
尸

つ
か
さ
ど

っ
て
い
る
。
五
人

の
牧
守
の
中
で
の
有
力
者
で
は
な
く
、
そ
の
下
僚
が
主
辧
し
た
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
は
『
左
氏
伝
』
に
、
叔
向
が
趙
孟
に
「
諸
侯
の
盟
に
、
小
国
固

よ
り
必
ず
盟
を
尸
る
者
有
り
」（
襄
公
27
年
）
と
述
べ
た
故
事
や
、
ま
た

高
柴
が
、
孟
武
伯
か
ら
諸
侯
の
会
盟
で
牛
耳
を
執
る
べ
き
者
を
問
わ
れ
、

諸
侯
の
臣
下
が
尸
る
べ
き
旨
を
答
え
た
（
哀
公
17
年
）
故
事
に
倣
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
盟
辞
自
体
も
、『
左
氏
伝
』
に
頻
出
す
る
「
凡
我

同
盟
…
…
」（
僖
公
９
年
・
襄
公
11
年
等
）
や
「
有
渝
此
盟
…
…
俾
墜

（
隊
）…
…
無
克
…
…
」（
僖
公
28
年
・
成
公
12
年
等
）
な
ど
の
措
辞
に
倣
っ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

盟
辞
の
体
例
は
、
劉
勰
が
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
も
の
が
、
本
篇

に
も
そ
の
ま
ま
当
て
嵌
ま
る
よ
う
で
あ
る
。「（
Ⅰ
）
必
ず
危
機
を
序
し
、

（
Ⅱ
）
忠
孝
を
奨
め
、（
Ⅲ
）
存
亡
を
共
に
し
心
力
を
戮あ
わ

せ
、（
Ⅳ
）
幽
霊

に
祈
り
て
以
て
鑒
を
取
り
、
九
天
を
指
し
て
以
て
正
を
為
し
、（
Ⅴ
）
感

激
以
て
誠
を
立
て
、
切
至
以
て
辞
を
敷
く
」（『
文
心
雕
竜
』
祝
盟
）。
（
３
）（

Ⅰ
）
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に
は
①
～
⑧
、（
Ⅱ
）
に
は
⑨
～
⑲
、（
Ⅲ
）
に
は
⑮
～
⑲
、（
Ⅳ
）
は
⑳

～

が
、
お
お
よ
そ
対
応
し
て
い
よ
う
。（
Ⅴ
）
に
関
し
て
は
、「
こ
の
同

盟
に
集
っ
た
も
の
は
心
を
一
に
し
力
を
合
わ
せ
て
臣
節
を
尽
く
せ
（
⑮
⑯

⑰
）」「
身
首
分
離
の
不
幸
が
身
に
襲
お
う
と
も
誓
約
を
違
え
て
は
な
ら
ぬ

ぞ
（
⑱
⑲
）」
と
い
う
呼
び
か
け
。
さ
ら
に
「
万
一
、
誓
約
に
背
い
た
な

ら
ば
、
神
明
が
命
を
奪
う
で
あ
ろ
う
（
⑳

）」
と
い
う
神
明
へ
の
厳

粛
な
誓
い
。
こ
れ
ら
の
中
に
見
出
せ
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
劉
勰
は
こ
れ
に
続
け
て
「
辞
を
之
れ
難
し
と
す
る
に
は
非

ず
、
辞
に
処
す
る
を
難
し
と
為
す
。
後
の
君
子
…
…
忠
信
な
ら
ば
可
な

り
、
神
を
恃
む
こ
と
無
か
れ
」
と
述
べ
て
論
を
結
ん
で
い
る
。
い
わ
ば
、

先
の
（
Ⅳ
）（
Ⅴ
）
よ
り
も
、
盟
辞
の
忠
実
な
履
行
と
、
当
事
者
自
身
の

信
実
と
を
重
視
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
盟
辞
の
体
例
と
し
て
は
、

こ
の
（
Ⅳ
）（
Ⅴ
）
こ
そ
が
重
要
な
骨
格
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
会
盟
が
、
神
霊
の
来
臨
を
請
い
、
犠
牲
の
血
を
歃
っ
て
厳
粛
に

進
め
ら
れ
る
宗
教
儀
式
で
あ
り
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
盟
辞
（
誓
文
）

は
、
吹
野
安
博
士
が
説
か
れ
た
よ
う
に
、
宗
教
文
学
に
入
る
と
考
え
る
の

が
相
応
し
い
か
ら
で
あ
る
。
（
４
）

盟
辞
（
誓
文
）
に
み
ら
れ
る
表
現
の
発
想
素

と
な
っ
た
こ
と
が
ら
に
つ
い
は
、
吹
野
博
士
が
詳
述
さ
れ
て
お
り
、
（
５
）

そ
の

高
説
に
導
か
れ
な
が
ら
臧
洪
の
盟
辞
を
み
る
時
、
こ
の
（
Ⅳ
）（
Ⅴ
）
に

こ
そ
、
祝
辞
系
文
学
を
支
え
る
基
本
要
素
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確

か
め
得
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
⑮
～
⑲
は
「
…
…
せ
よ
、
…
…
し
て
は

な
ら
な
い
ぞ
」
と
い
う
祝
辞
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
威
嚇
辞
で
あ
り
、

⑳

「
も
し
…
…
な
ら
ば
、
…
…
と
な
ろ
う
」
と
い
う
行
文
も
、
条
件

発
想
法
を
用
い
た
威
嚇
辞
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
人
が
神
と
交
渉
を
行
い
、

神
を
説
得
す
る
た
め
に
甘
言
・
威
嚇
辞
・
交
換
条
件
法
を
繰
り
出
し
、
何

と
か
神
の
恩
賚
を
得
よ
う
と
す
る
、
禱
祝
文
の
発
想
を
踏
ま
え
た
も
の
で

あ
る
。
臧
洪
の
盟
辞
は
、
彼
が
『
左
氏
伝
』
所
載
の
諸
辞
を
雛
形
に
し
た

で
あ
ろ
う
こ
と
に
も
由
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
禱
祝
文
の
本
質
的
な
要
素

を
受
け
継
ぐ
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
す

べ
き
は
、
臧
洪
の
盟
辞
が
『
左
氏
伝
』
所
載
の
諸
盟
の
体
例
を
恐
ら
く
意

図
的
に
改
め
、

と

と
の
順
を
入
れ
替
え
て
い
る
点
で
あ
る
。

禱
祝
文
の
本
来
に
従
え
ば
、

の
主
語
と
し
て

が
前
置
さ
れ
て

「
神
明
が
（
盟
約
に
背
く
者
の
）
命
を
奪
う
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
行
文
に

な
る
は
ず
で
あ
る
。『
左
氏
伝
』
の
諸
例
も
然
り
。
ま
た
呉
・
蜀
の
盟
約

の
際
に
孫
権
の
た
め
に
胡
綜
が
書
い
た
盟
辞（
６
）末

尾
も
、『
左
氏
伝
』
の
例

に
倣
う
。
し
か
し
、
臧
洪
は
、
こ
の
順
序
を
入
れ
替
え
、
生
き
残
れ
な
い

よ
う
に
し
む
け
る
動
作
主
を
曖
昧
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
西
岡
弘
博
士

は
、
祝
辞
が
〈
神
か
ら
人
へ
〉
の
語
で
あ
る
繇
辞
や
蝦
辞
、〈
人
か
ら
神

へ
〉
の
辞
で
あ
る
禱
辞
、
ま
た
〈
人
か
ら
人
へ
〉
の
祝
文
で
あ
る
祝
辞
へ

と
次
第
に
発
展
し
、
時
代
が
降
る
に
つ
れ
て
〈
神
の
文
学
か
ら
人
の
文
学
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へ
〉
と
移
っ
て
い
っ
た
と
述
べ
ら
れ
た（
７
）が
、
臧
洪
の
盟
辞
は
、
型
が
未
崩

壊
の
ま
ま
継
承
さ
れ
体
例
が
維
持
さ
れ
易
い
宗
教
文
学
に
あ
っ
て
、〈
人

の
文
学
〉
へ
と
一
歩
を
進
め
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

三

「（
范
武
子
ノ
徳
ハ
）
祝
史
、
信
を
鬼
神
に
陳
べ
て
、
辞
に
愧
づ
る
こ
と

無
し
」（『
左
氏
伝
』
襄
公
27
年
）
と
は
、
自
己
誇
尚
の
限
り
を
尽
く
し
て

誠
直
を
飾
る
祝
辞
の
辞
令
が
、
実
に
そ
ぐ
わ
ぬ
世
の
な
ら
い
を
、
却
っ
て

浮
き
彫
り
に
す
る
名
言
で
あ
ろ
う
。
臧
洪
が
主
辧
し
た
会
盟
に
名
を
連
ね

た
牧
守
と
て
、
そ
の
例
外
で
は
な
く
、
程
な
く
四
散
し
て
し
ま
う
。『
三

国
志
』
武
帝
紀
（
初
平
元
年
条
）
に
拠
る
と
、
曹
操
が
酸
棗
で
目
に
し
た

も
の
は
「
諸
軍
の
兵
十
余
万
、
日
に
置
酒
高
会
す
」
る
光
景
で
あ
っ
た
。

曹
操
は
、
彼
ら
が
「
疑
を
持
し
て
進
ま
」
ざ
る
の
を
責
め
て
、
戦
略
を
開

陳
し
た
が
、
邈
ら
は
取
り
合
わ
ず
、
さ
ら
に
劉
岱
が
橋
瑁
を
殺
害
す
る
事

態
ま
で
起
こ
る
。
こ
の
間
に
あ
っ
て
臧
洪
の
動
向
は
一
切
明
ら
か
で
な

い
。
続
い
て
臧
洪
の
消
息
が
分
か
る
の
は
、
袁
紹
と
の
「
結
分
合
好
」
と

そ
の
破
綻
で
あ
り
、
臧
洪
が
絶
交
書
を
書
く
ま
で
の
経
緯
が
本
伝
に
記
さ

れ
る
。

　

臧
洪
が
袁
紹
と
接
見
す
る
機
会
を
得
た
の
は
、
臧
洪
が
張
超
の
命
に
よ

り
幽
州
に
向
か
う
途
次
、
冀
州
領
内
の
河
間
の
地
に
至
っ
て
兵
乱
に
巻
き

込
ま
れ
た
こ
と
に
由
る
。
既
に
韓
馥
を
脅
し
て
冀
州
を
得
た
（
武
帝
紀
・

初
平
二
年
七
月
条
）
袁
紹
が
、
冀
州
北
部
を
侵
犯
す
る
公
孫
瓉
と
交
戦
状

態
に
入
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
臧
洪
は
使
命
を
果
た
せ
ず
、
袁
紹
の
元
に
身

を
寄
せ
た
の
で
あ
る
。
袁
紹
は
臧
洪
の
才
幹
を
認
め
、
牧
民
の
才
を
発
揮

す
る
機
会
を
与
え
る
。
何
よ
り
袁
紹
を
驚
歎
さ
せ
「
憚
」（
范
書
）
ら
せ

た
の
は
、
黄
巾
賊
の
一
大
拠
点
・
青
州
の
治
安
を
二
年
で
恢
復
し
た
こ
と

で
あ
る
。
次
い
で
袁
紹
は
臧
洪
を
東
郡
太
守
に
据
え
、
彼
を
東
武
陽
に
入

城
さ
せ
た
。
東
郡
（
兗
州
領
内
）
の
郡
治
は
、
も
と
濮
陽
で
あ
っ
た
。
濮

陽
は
、
の
ち
に
張
邈
・
陳
宮
ら
が
、
曹
操
に
替
え
て
呂
布
を
兗
州
牧
に
迎

え
入
れ
、
呂
布
・
張
邈
が
入
城
す
る
地
で
あ
る
。
こ
の
地
が
曹
操
と
の
激

し
い
戦
闘
の
舞
台
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
前
、
初
平
二
（
191
）

年
に
袁
紹
の
上
奏
に
よ
っ
て
曹
操
が
東
郡
太
守
に
任
命
さ
れ
た
時
に
、
郡

治
は
東
武
陽
に
遷
さ
れ
て
お
り
、
臧
洪
も
こ
の
地
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。

臧
・
袁
両
者
の
友
好
関
係
は
順
調
に
続
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
臧
洪
の

旧
主
張
超
の
身
に
危
難
が
起
こ
り
、
そ
の
対
応
を
め
ぐ
る
両
者
の
確
執
に

よ
っ
て
関
係
は
一
変
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
張
超
の
身
に
起
き
た

危
難
は
、
曹
操
に
よ
る
、
世
に
悪
名
高
い
徐
州
大
虐
殺
を
被
り
、
州
下
の

太
守
と
し
て
の
反
撃
を
目
論
ん
だ
結
果
と
し
て
起
き
た
も
の
と
も
言
え

る
。『
三
国
志
』
張
邈
伝
（
魏
書
巻
７
）
に
拠
れ
ば
、
曹
操
が
、
父
曹
嵩
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の
仇
敵
陶
謙
の
征
討
の
た
め
に
徐
州
に
向
か
い
兗
州
を
離
れ
た
留
守
中

に
、
張
超
は
曹
操
配
下
の
陳
宮
と
共
に
張
邈
を
説
得
し
て
曹
操
か
ら
離
叛

さ
せ
た
の
で
あ
る
。
曹
操
は
軍
を
引
き
還
し
、
興
平
元
（
194
）
年
夏
か
ら

翌
年
に
か
け
て
、
呂
布
を
加
え
た
離
叛
勢
力
と
兗
州
で
交
戦
状
態
に
入
っ

た
。

　

曹
操
は
当
初
か
ら
苦
戦
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。
范
・
東
阿
の
二
県
お
よ

び
家
族
の
住
む
鄄
城
を
除
き
、
州
内
の
郡
県
は
尽
く
呂
布
・
張
邈
に
呼
応

し
た
の
で
あ
る
。
戦
況
の
潮
目
が
変
わ
る
の
は
、
興
平
二
年
夏
、
曹
操
が

定
陶
を
陥
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
攻
勢
に
転
じ
た
曹
操
は
、
諸
県
制
圧
を

展
開
し
、
一
方
、
呂
布
は
徐
州
牧
劉
備
を
頼
っ
て
奔
り
、
張
邈
が
従
っ

た
。
邈
は
弟
超
に
家
属
を
託
し
て
雍
丘
に
入
城
さ
せ
た
。
曹
操
が
雍
丘
包

囲
を
開
始
す
る
の
は
、
そ
の
秋
八
月
で
あ
っ
た
（
武
帝
紀
）。

　

事
こ
こ
に
至
っ
て
張
超
に
は
、
臧
洪
の
救
援
を
待
つ
ば
か
り
で
あ
る
。

し
か
し
、
張
超
の
周
囲
に
は
、
彼
の
期
待
が
楽
観
と
し
か
思
え
な
か
っ

た
。
臧
洪
の
本
伝
に
は
思
惑
の
相
違
が
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

超
言
は
く
「
唯
だ
臧
洪
を
恃
む
の
み
。
当
に
来
た
り
て
吾
を
救
ふ

べ
し
」
と
。
衆
人
以
為
へ
ら
く
袁
・
曹
は
方
に
睦
ぶ
。
而
し
て
洪
は

紹
の
表
し
て
用
ふ
る
所
と
為
れ
ば
、
必
ず
好
を
敗
り
禍
を
招
き
、
遠

く
来
た
り
て
此
に
赴
か
じ
、
と
。
超
曰
は
く
「
子
源
は
天
下
の
義
士

な
れ
ば
、
終
に
本
に
背
か
ざ
る
者
な
り
。
但
だ
禁
制
せ
ら
れ
て
相
及

逮
せ
ざ
る
を
恐
る
る
の
み
」
と
。

　

董
卓
が
殺
害
さ
れ
た
の
ち
、「
袁
紹
・
曹
操
・
劉
表
」
対
「
袁
術
・
孫

堅
・
公
孫
瓚
」
と
い
う
対
立
構
図
が
存
在
し
た
状
況（
８
）に

あ
っ
て
、「
衆
人
」

か
ら
見
て
、
袁
紹
に
は
曹
操
の
交
戦
相
手
に
助
勢
な
ど
で
き
な
い
。
ま
た

臧
洪
に
と
っ
て
張
超
は
主
君
で
は
あ
れ
、
今
や
袁
紹
と
友
好
関
係
に
あ

り
、
さ
ら
に
袁
紹
の
取
り
な
し
で
郡
守
と
な
っ
た
恩
義
も
あ
る
。
だ
か
ら

臧
洪
が
救
援
に
駆
け
つ
け
る
の
は
、
わ
ざ
わ
ざ
「
好
を
敗
り
禍
を
招
く
」

こ
と
で
あ
り
、
彼
が
そ
の
よ
う
な
行
動
に
出
な
い
の
は
「
必
」
定
で
あ

る
。「
衆
人
」
は
こ
う
結
論
づ
け
る
が
、
そ
の
判
断
は
冷
静
で
常
識
的
な

分
析
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
常
識
的
判
断
を
覆
す
に
は
、
張
超

は
、
臧
洪
を
常
識
の
枠
に
収
ま
ら
な
い
「
天
下
の
義
士
」
で
あ
る
と
自
他

共
に
言
い
聞
か
せ
る
他
は
な
い
。
張
超
は
、
目
の
前
に
臧
洪
の
姿
が
な
い

現
実
を
、「
衆
人
」
か
ら
す
れ
ば
夢
想
と
も
思
え
る
臧
洪
の
「
禁
制
せ
ら

れ
」
た
姿
に
す
り
替
え
信
じ
続
け
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
臧
洪
は
張
超
の

急
を
伝
え
ら
れ
、
自
ら
軍
備
を
整
え
、
袁
紹
に
兵
馬
貸
与
を
要
請
し
、
旧

主
の
危
難
に
駆
け
つ
け
る
こ
と
を
願
い
出
る
。
し
か
し
袁
紹
か
ら
の
許
し

を
得
ら
れ
ぬ
ま
ま
、
雍
丘
は
興
平
二
年
十
二
月
（
武
帝
紀
）
に
陥
落
し
て

張
超
は
自
害
、
張
邈
は
族
滅
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
臧
洪
は
袁
紹
を
怨
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み
、
交
わ
り
を
絶
っ
た
。
袁
紹
は
兵
を
挙
げ
東
武
陽
を
包
囲
し
た
が
、

「
年
を
経
て
」
陥
落
さ
せ
ら
れ
ず
、
そ
こ
で
臧
洪
と
同
郷
の
陳
琳
に
帰
順

勧
告
書
を
書
か
せ
た
。
臧
洪
が
そ
の
返
書
と
し
て
書
い
た
も
の
が
絶
交
書

で
あ
る
。
本
伝
に
拠
れ
ば
、
張
超
が
自
害
し
た
翌
年
以
降
、
つ
ま
り
建
安

（
196
～
220
）
年
間
初
頭
に
書
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。

四

　

袁
紹
は
籠
城
を
続
け
る
臧
洪
に
対
し
て
、
八
度
、
帰
順
勧
告
書
を
送
り

つ
け
て
い
る
（
范
書
本
伝
李
賢
注
所
引
『
献
帝
春
秋
』）。
そ
の
内
容
は

「
責
む
る
に
恩
義
を
以
て
し
、
告
喩
し
て
降
ら
し
め
」
る
も
の
で
あ
っ
た

と
い
う
（
同
前
）。
本
篇
の
中
で
も
、
臧
洪
は
「
前
日
遺わ
す

れ
ず
、
比し
き
り

に
雅

貺
を
辱
う
す
、
禍
福
を
述
叙
し
、
公
私
切
至
な
り
」
と
綴
っ
て
い
る
。
そ

れ
よ
り
推
す
に
、
陳
琳
か
ら
の
書
簡
は
、
太
守
に
表
用
し
て
く
れ
た
袁
紹

の
恩
に
仇
な
す
臧
洪
の
非
や
、
さ
ら
に
こ
の
一
戦
が
袁
紹
へ
の
私
怨
に
発

し
た
も
の
で
あ
り
、
太
守
が
領
民
を
巻
き
込
ん
で
の
籠
城
戦
に
大
義
が
な

い
こ
と
な
ど
を
責
譲
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ま
た
徹
底
抗
戦
の
害
・

禍
と
、
和
議
の
利
・
福
と
を
商
搉
し
た
上
で
、
利
を
取
る
こ
と
を
勧
め
て

和
議
に
誘
い
込
む
内
容
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
臧
洪
は
そ
れ
ら
に
対
し

て
返
書
で
応
じ
る
こ
と
は
一
切
な
か
っ
た
が
、
最
初
に
し
て
最
後
に
認
め

た
書
簡
が
本
篇
で
あ
る
。
な
お
、
本
篇
は
『
三
国
志
』
と
范
書
の
本
伝
に

共
に
引
か
れ
る
が
、
前
者
所
引
は
字
数
に
し
て
千
百
七
十
字
強
で
、
後
者

所
引
に
比
べ
て
約
四
百
字
多
い
。
後
者
に
は
范
曄
の
刊
削
が
か
な
り
加
え

ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、『
三
国
志
』
本
伝
所
引
の
も
の
を
用
い

て
、
以
下
に
そ
の
内
容
を
辿
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　

臧
洪
は
書
簡
の
前
文
で
、
冒
頭
「
趣
舎
、
規
を
異
に
す
る
を
以
て
」
交

友
を
絶
つ
こ
と
に
な
っ
た
同
郷
の
陳
琳
に
対
す
る
「
其
の
愴
恨
た
る
」
心

痛
を
記
す
。
次
い
で
こ
れ
ま
で
の
沈
黙
を
破
っ
て
な
ぜ
返
書
を
書
く
こ
と

に
し
た
の
か
、
そ
の
心
境
の
変
化
を
説
明
し
始
め
る
。「
即
ち
奉
答
せ
ざ

る
所
以
の
者
は
、
既
に
学
薄
く
才
鈍
く
、
詰
り
を
塞
ぐ
に
足
ら
ず
」。
だ

が
、
責
め
を
塞
ぐ
だ
け
の
「
学
・
才
」
に
乏
し
い
ば
か
り
で
な
い
。
陳
琳

と
自
分
で
は
置
か
れ
た
立
場
に
隔
た
り
が
あ
る
と
も
言
う
。
陳
は
側
室
を

伴
い
袁
紹
の
元
に
身
を
寄
せ
、
臧
は
家
族
を
袁
紹
の
元
に
置
か
ず
、
さ
ら

に
敵
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
臧
洪
の
身
の
上
で
「
人
（
袁
紹
）
に
事
ふ
れ

ば
、
中
情
を
披
き
肝
胆
を
堕
と
す
と
雖
も
、
猶
ほ
身
は
疏
ま
れ
て
罪
有
ら

ん
。
言
甘
け
れ
ば
怪
し
ま
れ
ん
。
方
に
首
尾
救
は
れ
ざ
れ
ば
、
何
ぞ
能
く

人
（
他
人
）
を
恤
れ
ま
ん
」。
偽
ら
ぬ
真
情
を
述
べ
れ
ば
逆
に
仇
と
な
り
、

取
り
入
ろ
う
と
し
て
袁
紹
の
耳
に
心
地
よ
い
言
葉
を
連
ね
れ
ば
、
却
っ
て

下
心
を
疑
わ
れ
よ
う
。
も
は
や
自
分
の
こ
と
で
手
一
杯
で
あ
り
、
人
に
ま

で
気
が
回
わ
ら
な
か
っ
た
と
言
い
訳
も
す
る
。
理
由
は
そ
れ
に
止
ま
ら
な
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い
。「
且
つ
子
の
才
の
、
典
籍
を
窮
該
せ
る
を
以
て
す
れ
ば
、
豈
に
将
た

大
道
に
闇
く
し
て
、
余わ

が
趣
に
達
せ
ざ
ら
ん
や
」。
典
籍
を
博
覧
し
た
あ

な
た
ほ
ど
の
才
子
で
あ
れ
ば
、
こ
の
位
の
事
情
は
言
わ
ず
と
も
知
れ
た
は

ず
で
す
。
こ
の
よ
う
に
臧
洪
は
理
由
を
三
点
挙
げ
る
。
な
る
ほ
ど
こ
れ
ら

は
返
書
を
書
か
な
か
っ
た
理
由
説
明
に
は
な
ろ
う
。
が
、
絶
交
す
る
ほ
ど

の
理
由
に
は
な
る
ま
い
。
臧
洪
は
さ
ら
に
続
け
る
。

然
も
猶
ほ
復
た
云
云
す
れ
ば
、
僕
は
是
れ
を
以
て
足
下
の
言
の
、

信
に
衷
に
由
ら
ず
、
将
に
以
て
禍
を
救と
ど

め
ん
と
す
れ
ば
な
る
を
知
れ

り
。

　

つ
ま
り
、
臧
洪
は
、
陳
琳
が
友
人
の
窮
状
を
見
る
に
忍
び
ず
、
頻
り
に

心
底
よ
り
の
言
葉
を
掛
け
て
く
れ
た
も
の
と
、
当
初
思
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
言
葉
が
、
友
情
の
美
名
で
飾
ら
れ
た
、
実
は
自
分
が
袁
紹
か

ら
の
責
譲
を
避
け
る
た
め
に
、
執
拗
に
送
り
付
け
ら
れ
た
督
促
の
言
で
し

か
な
か
っ
た
こ
と
に
、
臧
洪
は
気
付
い
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
、
陳
琳
に
対
し
て
臧
洪
が
告
絶
す
る
理
由
と
な
っ
て
い
る
こ
と

は
、
の
ち
に
本
篇
の
主
文
に
も
記
さ
れ
る
。
彼
は
さ
ら
に
理
由
を
述
べ
て

言
う
。

必
ず
長
短
を
算
計
し
是
非
を
辯
諮
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
是
非
の

論
、
言
は
天
下
に
満
つ
と
も
、
之
を
陳
ぶ
れ
ば
更
に
明
ら
か
な
ら

ず
。
言
は
ざ
れ
ば
損
ふ
所
無
し
。

　

事
の
「
長
短
・
是
非
」
の
論
辨
が
、
得
て
し
て
繁
辞
富
説
に
陥
り
、
真

相
の
明
察
か
ら
遠
ざ
か
る
。
す
な
わ
ち
達
意
に
絡
む
言
辞
の
問
題
を
取
り

上
げ
、
知
る
者
は
言
わ
ず
と
諭
し
た
老
子
に
真
似
て
、
却
っ
て
口
を
閉
ざ

す
美
点
を
支
持
す
る
。
理
由
な
ら
ま
だ
あ
る
。
相
手
の
呼
び
掛
け
に
一
々

対
応
し
て
い
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
「
告
絶
の
義
を
傷
」
な
う
も
の
で
あ
っ

て
、
絶
交
し
た
意
味
が
な
い
。
そ
れ
は
「
吾
が
行
ふ
に
忍
ぶ
る
所
に
非

ず
」
と
、
断
固
と
し
て
黙
殺
し
続
け
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
五
点
の
理
由
か
ら
、
臧
洪
は
「
紙
筆
を
捐
棄
し
て
、
一
も
答
ふ
る

所
無
し
」
と
の
態
度
を
取
っ
た
。
陳
琳
に
は
「
亦
た
遥
か
に
其
の
心
を
忖

り
、
其
の
計
の
定
ま
り
て
復
た
と
渝
変
せ
ざ
る
を
知
ら
ん
こ
と
を
冀
」
っ

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
陳
琳
か
ら
「
重
ね
て
来
命
を
獲
て
、
古
今
を
援
引

し
」、
さ
ら
に
「
紛
紜
と
し
て
六
紙
あ
り
」。
都
合
八
通
の
帰
順
勧
告
書
が

送
り
付
け
ら
れ
る
に
至
っ
て
、「
言
は
ざ
ら
ん
と
欲
す
と
雖
も
、
焉
ん
ぞ

已
む
を
得
ん
や
」。
と
う
と
う
音
を
上
げ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
臧
洪
は
、
書
簡
の
前
文
で
、
専
一
に
沈
黙
を
守
り
続
け
た
理
由

を
述
べ
て
い
る
が
、
文
中
で
は
自
ら
を
「
僕
」
と
卑
称
し
、「
学
薄
く
才
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鈍
し
」
と
謙
遜
し
、
ま
た
自
ら
を
「
仇
敵
」
と
卑
下
し
て
い
る
点
に
も
注

意
し
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
こ
れ
は
司
馬
遷
が
任
安
に
宛
て
た
書
簡

（『
漢
書
』
巻
62
「
司
馬
遷
伝
」）
の
書
法
を
襲
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
後

続
す
る
書
簡
主
文
で
も
「
僕
小
人
」「
僕
雖
不
敏
又
…
…
」「
僕
雖
下
愚
」

と
記
す
の
も
、
司
馬
遷
が
「
僕
雖
罷
駑
」「
僕
雖
怯
懦
」「
僕
窃
不
遜
近
託

於
無
能
之
辞
」
と
い
う
よ
う
に
周
到
に
謙
遜
卑
下
す
る
の
に
等
し
い
。
そ

れ
は
相
対
的
に
陳
琳
の
立
場
を
引
き
上
げ
る
こ
と
に
な
る
が
、
さ
ら
に
文

辞
で
飾
る
こ
と
に
も
余
念
は
な
い
。
陳
琳
を
「
典
籍
を
窮
該
」
し
「
大
道

に
闇
か
ら
」
ざ
る
才
と
賞
賛
す
る
の
は
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

結
果
と
し
て
書
簡
の
中
で
陳
琳
と
自
分
の
間
に
画
然
た
る
立
場
の
相
違
を

設
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
い
わ
ば
下
位
に
あ
っ
て
臧
洪
が
謙
遜
卑
下
を
繰

り
返
し
な
が
ら
、
上
位
の
陳
琳
に
向
け
て
絶
交
と
い
う
要
求
を
突
き
付

け
、
そ
れ
を
呑
む
こ
と
を
願
う
文
辞
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
想
起
す
べ
き
は
、
同
じ
く
絶
交
を
友
に
突
き
付
け
た
嵆
康
「
与

山
巨
源
絶
交
書
」
で
あ
り
、
そ
の
卑
下
の
表
現
の
特
異
性
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
に
関
し
て
は
、
馬
場
英
雄
氏
が
極
め
て
明
快
な
視
点
を
示
し
て
お
ら
れ

る
。
（
９
）

氏
は
、
常
人
の
目
に
は
露
悪
趣
味
と
映
り
兼
ね
な
い
嵆
康
の
特
異
な

卑
下
の
表
現
の
一
つ
一
つ
が
、
役
人
と
し
て
不
向
き
な
己
れ
の
殊
さ
ら
な

顕
示
で
あ
っ
て
、
実
は
自
己
誇
尚
の
一
種
と
解
し
う
る
も
の
と
見
て
お
ら

れ
る
。
こ
れ
は
、
前
漢
・
武
帝
期
の
文
人
東
方
朔
の
上
書
文
に
着
想
を
得

た
も
の
で
あ
り
、
吹
野
安
博
士
が
祝
辞
系
文
学
の
発
想
系
列
に
位
置
づ
け

ら
れ
た
こ
の
上
書
文）

（（
（

と
の
関
係
性
に
お
い
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

特
異
な
卑
下
の
表
現
の
持
つ
意
味
を
解
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
付

言
す
れ
ば
、
謙
遜
卑
下
を
自
叙
形
式
に
取
り
入
れ
た
の
も
、
ま
た
東
方
朔

と
言
わ
れ
る
。
こ
れ
は
早
く
藤
野
岩
友
博
士
が
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。）

（（
（

東

方
朔
が
「
七
諫
」
初
放
で
は
、
屈
原
自
叙
の
体
裁
を
取
り
な
が
ら
、
自
己

の
創
意
を
加
え
て
「
離
騒
」
特
有
の
強
気
な
自
尊
的
な
口
吻
を
、
謙
遜
卑

下
に
改
め
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
博
士
は
さ
ら
に
、
屈
原
を
「
露

才
顕
己
」
と
批
判
し
た
班
固
「
幽
通
賦
」
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
が
「
離

騒
」
以
来
の
自
己
誇
尚
的
な
自
叙
の
伝
統
に
修
正
を
加
え
て
い
る
こ
と
、

ま
た
、
晋
・
潘
岳
「
西
征
賦
」
な
ど
を
挙
げ
、
そ
の
の
ち
謙
遜
卑
下
を
用

い
た
自
叙
伝
が
相
次
い
で
現
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　

し
て
み
る
と
、
臧
洪
の
絶
交
書
も
発
想
系
列
の
面
で
は
『
尚
書
』
金
縢

篇
の
、
周
公
旦
が
武
王
の
病
気
平
癒
を
祖
神
に
祈
っ
た
祝
辞
と
同
系
列
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
自
叙
形
式）

（（
（

の
文
辞
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し

て
、
祝
文
に
特
徴
的
な
「
自
己
の
美
点
長
処
を
堂
々
と
挙
げ
る
」
自
己
誇

尚
が
謙
遜
卑
下
の
体
裁
を
装
い
な
が
ら
、
し
か
し
そ
れ
に
代
わ
る
何
か
を

保
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
で
は
そ
れ
は
何
か
。
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五

　

主
文
に
入
る
と
絶
交
書
の
内
容
は
、
袁
紹
へ
の
告
絶
と
交
戦
の
可
否
の

検
証
に
移
る
。
ま
ず
臧
洪
は
告
絶
に
至
っ
た
理
由
説
明
を
始
め
る
。

　

臧
洪
は
、
袁
紹
が
、「
小
人
」
な
る
「
僕
」
に
「
等
倫
に
過
絶
す
る
」

特
別
待
遇
と
牧
民
の
機
会
を
与
え
て
く
れ
た
こ
と
を
認
め
る
。
し
か
し
臧

洪
が
「
主
人
（
袁
紹
）
を
輔
佐
し
、
以
て
悔
い
と
為
す
無
し
」
と
自
ら

以お
も

っ
た
の
は
、
そ
れ
だ
け
が
理
由
で
は
な
い
。「
大
事
を
究
竟
し
、
共
に

王
室
を
尊
ぶ
」
大
志
を
託
す
る
に
足
る
人
物
だ
と
、
自
ら
謂お
も

っ
た
か
ら
で

あ
る
。
臧
洪
は
、
袁
紹
か
ら
受
け
た
「
恩
深
分
厚
」
の
結
交
を
、
そ
う
回

想
す
る
。

　

し
か
し
「
豈
に
悟
ら
ん
や
」
で
あ
る
。
予
想
も
し
な
い
事
態
が
そ
の
交

結
を
絶
た
し
め
る
こ
と
に
な
る
。
初
平
四
（
193
）
年
秋
と
翌
興
平
元
年
夏

に
、
曹
操
が
陶
謙
征
討
を
名
目
に
徐
州
に
侵
攻
し
、
臧
洪
の
郷
里
広
陵

郡
、
ま
た
そ
の
太
守
張
超
も
戦
禍
に
巻
き
込
ま
れ
る
事
態
が
起
き
た
の
で

あ
る
。「
魏
書
」
張
邈
伝
は
「
興
平
元
年
、
太
祖
は
復
た
謙
を
征
し
、
邈

の
弟
超
は
、
太
祖
の
将
陳
宮
・
従
事
中
郎
許
汜
・
王
楷
と
共
に
謀
叛
す
」

と
書
き
留
め
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
超
の
兄
・
陳
留
太
守
張
邈
や
呂
布

を
加
え
て
の
、
対
曹
操
戦
が
兗
州
で
展
開
さ
れ
る
そ
の
顚
末
は
先
に
触
れ

た
通
り
で
あ
る
。
陳
留
郡
雍
丘
に
籠
城
を
続
け
る
旧
主
張
超
か
ら
の
救
援

要
請
を
受
け
た
臧
洪
に
、
袁
紹
は
兵
馬
の
貸
与
は
お
ろ
か
駆
け
つ
け
る
こ

と
す
ら
許
さ
な
い
。
臧
洪
に
と
っ
て
、
救
援
が
遅
れ
れ
ば
、
旧
主
に
不

忠
、
旧
主
が
管
領
す
る
故
郷
に
住
む
親
族
へ
の
不
孝
に
繋
が
る
（
謀
計
棲

遅
、
喪
忠
孝
之
名
）。
か
と
い
っ
て
東
郡
太
守
の
印
綬
を
解
き
袁
紹
の
傘

下
を
離
れ
れ
ば
、
交
友
の
分
を
破
る
こ
と
に
な
る
（
杖
策
携
背
、
虧
交
友

之
道
）。
臧
洪
は
「
此
の
二
者
を
其
の
已
む
を
得
ざ
る
に
揆
れ
ば
、
忠
孝

の
名
を
喪
ふ
と
交
友
の
道
を
虧
く
と
は
、
軽
重
も
塗
を
殊
に
し
親
疏
も
画

を
異
に
す
。
故
に
涙
を
収
め
て
告
絶
せ
り
」
と
綴
る
。
苦
渋
の
決
断
を
下

し
た
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
人
は
朋
友
を
須
っ
て
以
て
成
る
も
の
で
あ
れ

ば
、
交
友
の
道
も
、
ま
た
人
行
の
大
な
る
者
で
は
あ
る
。
だ
か
ら
栄
達
者

が
利
欲
に
趨
っ
て
困
窮
す
る
友
を
見
棄
て
た
と
あ
れ
ば
、
朋
友
の
道
の
罪

人
で
あ
り
、
小
雅
「
谷
風
」
の
詩
人
の
批
判
（
毛
伝
・
鄭
箋
）
す
る
所
と

な
ろ
う
。
し
か
し
、
臧
洪
の
場
合
は
、
事
情
が
異
な
る
。「
軽
重
・
親
疏
」

の
上
で
、
よ
り
上
位
と
認
め
ら
れ
る
「
忠
孝
の
名
を
喪
」
失
し
兼
ね
な
い

「
其
の
已
む
を
得
ざ
る
に
与お

い
て
」
は
「
交
友
の
道
を
虧
き
」「
告
絶
す
」

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
、
と
臧
洪
は
釈
明
す
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
告
絶
と
交
戦
と
は
異
な
る
。
臧
洪
が
袁
紹
と
義
絶
し
た
と
し

て
も
、
彼
に
は
、
太
守
を
辞
し
東
郡
を
去
っ
て
（「
季
札
の
志
を
抗
げ
」）、

「
今
日
の
戦
を
為
さ
ざ
」
る
選
択
肢
も
確
か
に
残
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
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そ
れ
は
、「
若も使
し
主
人
少
し
く
故
人
に
垂
れ
、
住と
ど

ま
る
者
に
は
側
席
し
、

去
る
者
に
は
克
己
し
て
、
離
友
に
汲
汲
と
せ
ず
、
刑
戮
を
信
に
し
以
て
自

ら
輔
け
」
ま
し
か
ば
、
と
い
う
反
実
仮
想
の
夢
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
以
下
、
袁
紹
の
不
寛
容
と
刑
戮
の
恣
意
性
に
対
す
る
臧
洪
の
告
発
が

始
ま
る
。

　

臧
洪
は
例
証
に
三
名
の
不
孝
を
取
り
上
げ
る
。
一
例
目
は
張
導
に
対
す

る
不
当
処
分
。
張
導
は
、
袁
紹
が
韓
馥
か
ら
冀
州
を
脅
し
取
る
際
に
、
そ

の
折
衝
を
務
め
て
功
績
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
拝
官
を
理
由
に
「
観
過
の

貸
」
も
与
え
ず
族
滅
し
て
い
る
。
二
例
目
は
呂
布
に
対
す
る
暗
殺
未
遂
。

呂
布
は
董
卓
を
殺
害
出
奔
し
た
後
、
袁
紹
に
兵
馬
貸
与
を
申
し
出
た
が
獲

ら
れ
ず
、
袁
紹
の
元
を
辞
去
し
た
際
、
袁
紹
は
二
度
に
亘
っ
て
刺
客
を
差

し
向
け
て
い
る
。
三
例
目
は
本
伝
裴
注
に
劉
勲
か
と
指
摘
が
あ
る
劉
子
璜

な
る
人
物
の
処
刑
。
使
者
と
し
て
期
日
を
過
ぎ
て
帰
命
し
た
彼
を
、「
小

忿
を
以
て
勲
を
枉
害
し
」（
裴
注
）
罪
状
の
減
免
を
認
め
な
か
っ
た
と
い

う
。

　

こ
の
三
例
に
対
し
て
、
臧
洪
は
「
僕
は
不
敏
に
し
て
又
た
素
よ
り
始
を

原
ね
終
を
見
、
微
を
覩
て
著
を
知
る
能
は
ず
と
雖
も
」
と
自
卑
し
た
上

で
、
以
下
の
よ
う
に
分
析
す
る
。

窃
か
に
主
人
の
心
を
度
る
に
、
豈
に
三
子
は
宜
し
く
死
す
べ
く
、

罰
当
た
り
刑
中
た
る
と
謂
は
ん
や
。
実
に
且
に
山
東
を
一
統
し
、
増

兵
し
て
讎
を
討
た
ん
と
欲
す
る
も
、
戦
士
の
狐
疑
し
以
て
沮と
ど

め
勧
む

る
無
か
ら
ん
こ
と
を
懼
る
。
故
に
王
命
を
抑
廃
し
以
て
崇さ
か

ん
に
制
を

承
け
、
義
を
慕
ふ
者
は
栄
を
蒙
ら
し
め
、
放
を
待
つ
者
は
戮
せ
ら
れ

し
む
。
此
れ
乃
ち
主
人
の
利
に
し
て
、
游
士
の
願
ひ
に
非
ざ
る
な

り
。
故
に
僕
は
前
人
に
鑒
戒
し
て
困
窮
死
戦
せ
り
。

　

臧
洪
は
三
例
か
ら
、
袁
紹
が
下
す
刑
罰
が
中
正
を
得
て
い
な
い
と
非
難

す
る
。
で
は
何
故
袁
紹
が
恣
意
的
な
刑
罰
を
行
っ
た
と
い
う
の
か
。
臧
洪

は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
袁
紹
は
関
東
を
一
大
勢
力
に
ま
と
め
上
げ
て
西

進
を
志
し
た
。
そ
こ
で
現
実
問
題
と
し
て
浮
上
し
た
の
が
「
戦
士
の
狐

疑
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
不
和
を
生
じ
目
的
達
成
を
困
難
に
す
る
と
の
危
惧

を
持
っ
た
。
そ
こ
で
彼
は
、
天
子
の
意
旨
と
い
う
名
目
で
次
々
と
命
を
下

し
、「
義
」
を
慕
う
者
を
優
遇
し
、
自
分
と
距
離
を
置
こ
う
と
す
る
者
に

は
容
赦
な
く
処
罰
す
る
方
針
を
取
っ
た
の
だ
、
と
。
で
は
そ
の
「
義
」
と

は
何
か
。「
主
人
の
利
」
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
義
・
利
を
辨
別

し
た
上
で
、
臧
洪
は
袁
紹
の
下
す
賞
罰
の
実
態
を
告
発
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
賞
罰
当
た
ら
ざ
る
三
人
の
前
例
に
鑑
み
、
同
じ
轍
を
踏
ま
ぬ
た
め

に
、
臧
洪
は
「
困
窮
死
戦
」
に
打
っ
て
出
た
と
述
べ
て
い
る
。

　

一
方
、
か
く
い
う
臧
洪
自
身
も
、
そ
の
「
困
窮
死
戦
」
に
「
義
」
な
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し
、
と
陳
琳
か
ら
非
難
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

僕
は
下
愚
と
雖
も
、
亦
た
嘗
て
君
子
の
言
を
聞
け
り
。
此
れ
実
に

吾
が
心
に
非
ざ
る
な
り
。
乃
ち
主
人
焉
を
招
け
り
。
凡
そ
吾
の
、
国

民
を
背
棄
し
、
命
を
此
の
城
に
用
ふ
る
所
以
の
者
は
、
正
し
く
君
子

の
違さ

る
や
敵
国
に
適
か
ざ
る
を
以
て
の
故
な
り
。
是
を
以
て
罪
を
主

人
に
獲
、
攻
め
ら
れ
て
時
を
踰
え
た
り
。
而
る
に
足
下
は
更
に
此
の

義
を
引
き
以
て
吾
が
規い
さ
め

と
為
す
。
乃
ち
辞
同
き
も
趨
異
な
る
無
か

ら
ん
や
。
君
子
の
休
戚
す
る
所
為
の
者
に
非
ざ
る
か
な
。

　

陳
琳
の
難
詰
の
一
つ
は
、
臧
洪
の
「
背
棄
国
民
、
用
命
此
城
」
の
可
否

で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
臧
洪
は
袁
紹
に
告
絶
し
た
後
も
太
守

に
居
据
り
続
け
（
用
命
此
城
）、
王
室
の
危
機
を
尻
目
に
太
守
が
戦
に
突

入
し
（
背
国
）、
領
民
を
巻
き
込
む
（
棄
民
）。
一
体
、
私
怨
に
よ
る
こ
の

戦
の
奈
辺
に
も
大
義
は
な
い
と
責
め
た
（
引
此
義
為
吾
規
）
と
考
え
ら
れ

る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
臧
洪
は
「
此
れ
実
に
吾
が
心
に
非
ざ
る
な
り
。
乃
ち
主

人
こ
れ
を
招
け
り
」
と
記
し
、
袁
紹
が
起
こ
し
た
事
態
で
本
意
で
は
な
い

と
断
る
。
そ
の
上
で
、
臧
洪
は
、
自
ら
の
行
動
の
拠
り
所
を
『
左
氏
伝
』

（
哀
公
８
年
）
の
公
山
不
狃
の
言
に
見
出
し
、
そ
れ
を
君
子
の
言
と
し
て

掲
げ
る
。「
君
子
は
違
る
と
も
敵
国
に
適
か
ず
」、
こ
れ
を
当
今
の
興
平
・

建
安
の
際
に
実
行
す
る
な
ら
ば
、
な
る
ほ
ど
臧
洪
は
東
郡
に
留
ま
る
よ
り

他
は
あ
る
ま
い
。
臧
洪
は
、
自
分
の
行
動
は
経
義
に
基
づ
く
も
の
で
あ

り
、
あ
な
た
の
引
く
所
の
義
と
は
「
辞
は
同
じ
く
し
て
趨
は
異
な
」
る
と

言
い
放
つ
の
で
あ
る
。
な
お
、「
此
実
非
吾
心
也
」
を
境
と
し
て
一
人
称

に
「
吾
」
が
用
い
ら
れ
、「
僕
」
が
ほ
ぼ
姿
を
消
し
て
い
く
こ
と
を
、
予

め
こ
こ
に
書
き
留
め
て
置
き
た
い
。

　

次
い
で
臧
洪
は
、
忠
・
孝
の
観
点
か
ら
、
袁
紹
と
の
交
戦
の
可
否
を
改

め
て
論
じ
、
陳
琳
と
の
見
解
の
相
違
を
綴
り
始
め
る
。

吾
れ
之
を
聞
く
、「
義
は
親
に
背
か
ず
、
忠
は
君
に
違
へ
ず
」
と
。

故
よ
り
東
の
か
た
本
州
を
宗
と
し
以
て
親
援
と
為
し
、
中
、
郡
将
を

扶
け
以
て
社
稷
を
安
ん
ず
れ
ば
、
一
挙
二
得
に
し
て
以
て
忠
孝
を
徼

め
た
り
。
何
を
以
て
か
非
と
為
さ
ん
。
而
る
に
足
下
は
吾
を
し
て
本

を
軽
ん
じ
家
を
破
ら
し
め
ん
と
欲
す
。
君
と
主
人
を
均
し
く
す
る

に
、
主
人
の
、
我
に
於
け
る
や
、
年
は
吾
が
兄
と
為
し
、
分
は
篤
友

と
為
す
。
道
乖
け
ば
去
を
告
げ
、
以
て
君
親
を
安
ん
ず
る
は
、
順
と

謂
ふ
べ
し
。…
…
苟
め
に
患
を
攘
は
ん
こ
と
に
区
区
と
し
て
、
言
の
、

道
理
に
乖
け
る
を
知
ら
ず
。
足
下
は
或
者
い
は
城
の
囲
ま
れ
て
解
け

ず
、
救
兵
の
未
だ
至
ら
ざ
る
を
見
て
、
婚
姻
の
義
に
感
じ
、
平
生
の
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好
を
惟
ひ
て
、
以
へ
ら
く
節
を
屈
し
て
苟
め
に
生
く
る
は
、
義
を
守

り
て
傾
覆
せ
ん
に
勝
れ
り
と
。

　

右
の
引
用
文
中
に
見
え
る
「
義
は
親
に
背
か
ず
、
忠
は
君
に
違
へ
ず
」

「
本
を
軽
ん
じ
家
を
破
る
」
と
は
陳
琳
の
帰
順
勧
告
書
に
、
そ
れ
に
類
似

す
る
文
辞
が
連
ね
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
陳
琳
は
、
前

者
を
拠
り
所
と
し
て
、
臧
洪
の
行
為
が
後
者
に
該
当
す
る
と
非
難
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
臧
洪
が
反
論
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

天
下
の
中
央
部
に
あ
る
陳
留
郡
雍
丘
で
籠
城
を
続
け
る
広
陵
太
守
張
超

（
郡
将
）
を
救
援
す
る
こ
と
は
、
東
方
、
徐
州
広
陵
郡
の
郷
里
（
本
州
）

の
救
援
に
繋
が
り
孝
が
果
た
せ
る
。
と
と
も
に
太
守
の
救
援
を
介
し
て
社

稷
の
安
定
に
貢
献
す
る
こ
と
で
、
天
子
へ
の
忠
が
果
た
せ
、
一
挙
両
得
で

あ
る
、
と
臧
洪
は
述
べ
る
。
そ
う
述
べ
る
前
提
と
し
て
、
恐
ら
く
陳
琳

は
、
臧
洪
が
旧
主
張
超
に
対
し
て
忠
義
を
果
た
す
こ
と
が
、
現
主
袁
紹
に

対
す
る
忠
義
の
不
履
行
に
な
る
と
質
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
想
像
に
難
く

な
い
。
こ
の
難
詰
に
対
し
て
臧
洪
は
、
袁
紹
が
「
年
は
吾
が
兄
」「
分
は

篤
友
」
で
あ
っ
て
、「
道
乖
け
ば
去
を
告
げ
」
得
る
関
係
と
定
義
す
る
。

さ
ら
に
主
人
た
る
二
人
の
州
牧
を
超
え
た
存
在
と
し
て
天
子
を
持
ち
出

し
、
主
人
と
故
吏
と
の
関
係
を
、「
大
事
を
究
竟
し
、
共
に
王
室
を
尊
」

崇
（
前
出
）
す
る
「
篤
友
」
同
士
の
関
係
に
捉
え
直
す
こ
と
で
、
陳
琳
か

ら
の
批
判
を
退
け
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
臧
洪
は
陳
琳

に
対
し
て
も
批
判
を
加
え
る
。
陳
琳
は
、
我
が
身
に
忍
び
寄
る
厄
難
を
払

い
の
け
よ
う
と
躍
起
に
な
っ
て
い
る
。
陳
琳
は
「
婚
姻
の
義
」「
平
生
の

好
」
に
引
き
摺
ら
れ
、「
守
義
」
よ
り
「
屈
節
」、
死
よ
り
「
苟
生
」
を
勧

め
、
士
に
と
っ
て
は
何
よ
り
耐
え
難
い
恥
辱
に
自
分
を
誘
い
込
も
う
と
し

て
い
る
の
だ
。
自
己
の
保
身
に
必
死
に
な
る
余
り
、
己
れ
の
言
説
が
「
道

理
に
乖
け
る
を
知
ら
ず
」、
こ
の
よ
う
に
指
弾
す
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
先
に
一
人
称
の
変
化
に
つ
い
て
記
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い

て
少
し
く
こ
こ
で
触
れ
て
お
き
た
い
。
称
謂
の
変
更
は
、
そ
れ
ま
で
周
到

に
謙
遜
卑
下
を
繰
り
返
し
て
き
た
臧
洪
が
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
自
ら
の

主
張
を
積
極
的
に
展
開
す
る
主
体
へ
と
変
貌
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
の
こ

と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
相
手
の
難
詰
に
対
す
る
一
一
の
論
破
の
積
み

上
げ
が
、
自
ら
の
義
挙
の
正
当
性
と
そ
れ
を
支
え
る
思
念
の
優
位
性
を
付

与
し
、
相
手
に
そ
の
承
認
を
強
く
迫
る
効
果
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

は
、
禱
祝
文
に
発
想
の
源
委
を
持
つ
祝
辞
系
文
学
に
多
く
見
ら
れ
る
自
己

誇
尚
と
も
繋
が
り
得
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
謙
遜
卑
下
の
行

文
か
ら
説
得
力
を
備
え
た
行
文
へ
の
変
化
は
、
の
ち
に
設
論
と
呼
ば
れ
る

作
品
群
の
そ
れ
を
も
思
わ
せ
る
。
東
方
朔
「
答
客
難
」
に
始
ま
り
揚
雄

「
解
嘲
」・
馮
衍
「
顕
志
賦
」・
班
固
「
答
賓
戯
」・
崔
駰
「
達
旨
」・
張
衡

「
応
間
」
へ
と
流
れ
て
い
く
作
品
群
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
客
主
の
問
答
を
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用
い
て
、
客
に
よ
る
難
詰
を
仮
設
し
、
主
人
が
答
え
て
自
己
の
主
張
・
所

信
を
語
る
形
式
を
取
る
。
臧
洪
の
行
文
は
、
設
論
に
お
け
る
こ
の
主
人
の

辯
を
直
接
は
雛
形
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

さ
て
、
絶
交
書
に
戻
り
、
後
続
部
の
梗
概
を
記
し
て
先
に
進
め
た
い
。

　

臧
洪
は
、
現
状
に
お
け
る
自
軍
の
盤
石
な
守
備
を
誇
示
す
る
。
士
人
の

信
念
は
如
何
な
る
圧
力
に
も
屈
し
な
い
（
晏
嬰
不
降
志
於
白
刃
、
南
史
不

曲
筆
以
求
生
）
も
の
で
あ
る
し
、「
金
城
の
固
」「
士
民
の
力
」
と
充
分
な

蓄
積
と
に
恵
ま
れ
、
困
乏
を
共
に
支
え
合
う
団
結
力
、
天
下
の
関
心
に
も

後
押
し
さ
れ
て
、
今
や
士
気
は
上
が
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
袁
紹
軍
が

「
築
室
反
耕
」
の
故
事
に
倣
い
（『
左
氏
伝
』
宣
公
15
年
）、
東
武
陽
に
居

据
り
続
け
て
も
無
駄
で
あ
る
と
警
告
す
る
。
警
告
は
そ
れ
に
止
ま
ら
ず
、

彼
は
袁
紹
軍
の
内
情
に
向
け
て
も
発
し
て
い
る
。
や
が
て
公
孫
瓉
や
張

楊
・
張
燕
ら
が
冀
州
北
辺
を
襲
う
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
時
に
な
っ
て
腹
心

の
部
下
た
ち
は
帰
還
を
願
い
出
、
軍
中
の
統
率
に
乱
れ
が
生
じ
よ
う
。
い

つ
ま
で
も
こ
こ
で
息
巻
い
て
お
ら
ず
に
、
早
く
州
治
鄴
城
の
守
り
を
固
め

る
が
よ
い
、
と
。

　

臧
洪
は
、
最
後
に
陳
琳
の
難
詰
の
一
条
に
対
し
て
返
答
し
、
主
文
を
締

め
括
る
。
そ
れ
は
臧
洪
が
、
張
燕
率
い
る
黒
山
賊
の
救
援
を
恃
み
と
し
て

い
る
こ
と
を
陳
琳
が
問
題
視
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
高

祖
・
光
武
帝
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ゲ
リ
ラ
活
動
家
の
彭
越
や
農
民
起
義
軍
と
組

み
な
が
ら
王
朝
を
創
建
・
中
興
し
た
故
事
に
照
ら
し
て
正
当
で
あ
り
、
自

ら
は
璽
書
を
奉
じ
て
の
行
動
で
あ
る
以
上
、
全
く
問
題
が
な
い
と
し
て
い

る
。

　

以
上
が
、
主
文
の
大
凡
の
内
容
で
あ
る
。
趣
意
を
相
手
に
聞
き
入
れ
さ

せ
る
行
文
上
の
工
夫
と
し
て
、
謙
遜
卑
下
を
装
っ
た
一
種
の
自
己
誇
尚
が

用
い
ら
れ
た
。
そ
れ
は
書
簡
と
い
う
形
式
に
も
拠
る
で
は
あ
ろ
う
が
、
さ

ら
に
文
学
様
式
で
は
設
論
と
呼
ば
れ
る
作
品
群
の
影
響
を
受
け
て
の
も
の

と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
後
現
れ
る
嵆
康
の
絶
交
書
は
、
発
想
系
列
上
、

祝
辞
系
文
学
に
属
す
る
東
方
朔
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
臧

洪
の
絶
交
書
も
、
発
想
系
列
上
は
祝
辞
系
文
学
、
ま
た
文
学
様
式
は
、
や

は
り
東
方
朔
「
答
客
難
」
に
始
ま
る
設
論
に
属
し
得
る
と
言
え
る
で
あ
ろ

う
。

六

　

臧
洪
の
絶
交
書
が
、
相
手
に
訣
別
へ
の
決
心
を
固
め
さ
せ
る
の
は
、
何

よ
り
末
文
十
句
六
十
五
字
の
言
辞
に
由
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
で
あ
ろ
う
。

　

臧
洪
は
書
簡
を
締
め
括
る
に
当
た
り
、
陳
琳
と
己
れ
と
に
呼
び
掛
け
る

言
辞
を
対
比
的
に
示
す
。
そ
う
し
て
相
手
に
は
訣
別
を
促
す
と
と
も
に
、

自
ら
に
言
い
聞
か
せ
る
よ
う
に
己
れ
の
立
場
を
闡
明
に
す
る
。
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行
矣
孔
璋

行
け
よ
孔
璋

足
下
徼
利
於
境
外

足
下
は
利
を
境
外
に
徼
め
よ

臧
洪
受
命
於
君
親

臧
洪
は
命
を
君
親
に
受
け
ん

吾
子
託
身
於
盟
主

吾
子
は
身
を
盟
主
に
託
せ
よ

臧
洪
策
名
於
長
安

臧
洪
は
名
を
長
安
に
策
せ
ん

子
謂
余
身
死
而
名
滅

子
は
余
が
身
死
し
て
名
滅
す
と
謂
ふ

僕
亦
笑
子
生
死
而
無
聞
焉

僕
も
亦
た
子
の
生
死
に
聞
こ
え
無
き

を
笑
ふ

悲
哉
本
同
而
末
離

悲
し
い
か
な　

本
同
じ
き
も
末
離
る

努
力
努
力

努
力
せ
よ
努
力
せ
よ

夫
復
何
言

夫
れ
復
た
何
を
か
言
は
ん

「
古
の
君
子
は
、
交
は
り
絶
つ
と
も
、
悪
声
を
出
さ
ず
、
忠
臣
の
国
を
去

る
や
、
其
の
名
を
潔
く
せ
ず
」
と
は
『
史
記
』
が
伝
え
る
名
将
楽
毅
の
所

聞
で
あ
る
。
漁
父
が
屈
原
と
訣
別
す
る
折
も
然
り
、
莞
爾
と
し
て
笑
っ
て

そ
の
場
を
立
ち
去
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
臧
洪
が
陳
琳
と
の
立

場
の
相
違
を
闡
明
に
し
、
訣
別
の
意
志
を
露
わ
に
す
る
の
は
、
朱
穆
の
絶

交
書
が
、
い
ま
「
其
詩
曰
」
と
し
て
罵
文
に
紛
う
激
越
な
調
子
の
四
言
韻

文
を
添
え
ら
れ
て
い
る
の
を
襲
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
自
他
を
対

比
さ
せ
て
自
己
の
所
信
を
明
示
す
る
の
は
、
張
衡
「
応
間
」
に
倣
っ
た
も

の
か
と
思
わ
れ
る
。
朱
穆
「
絶
交
論
」
が
設
論
の
形
式
で
示
さ
れ
て
い
た

ろ
う
こ
と
は
指
摘
が
あ
る
。）

（（
（

臧
洪
の
絶
交
書
が
設
論
の
文
学
様
式
の
影
響

を
受
け
て
い
る
証
左
と
も
な
る
は
ず
で
あ
る
。
以
下
、
上
段
に
張
衡
「
応

間
」
末
尾）

（（
（

、
下
段
に
朱
穆
「
絶
交
」）

（（
（

を
掲
出
す
る
。

張
衡
「
応
間
」
末
尾

朱
穆
「
絶
交
」
末
尾

子
憂
朱
泙
曼＊

之
無
所
用

北
山
有
鴟 

不
潔
其
翼×

吾
恨
輪
扁＊

之
無
所
教3

也

飛
不
正
向 

寝
不
定
息×

子
覩
木
雕
独
飛5　
　

愍
我
垂
翅
故
棲5

5

飢
則
木
攬 

飽
則
泥
伏×

吾
感
去
鼃
附
鴟5　
　

悲
爾
先
笑
而
後
号3

也

饕
餮
貪
汙 

臭
腐
是
食×

斐
豹
…
…
、
礼
至
…
…8

、

填
腸
滿
嗉 

嗜
欲
無
極×

弦
高
…
…
、
墨
翟
…
…8

、

長
鳴
呼
鳳 

謂
鳳
無
徳×

貫
高
…
…
、
蘇
我
…
…8

、

鳳
之
所
趣 

与
子
異
域×

蒲
且
…
…
、
詹
何
…
…8

、

永
從
此
訣 

各
自
努
力×

弈
秋
…
…
、
王
豹
…
…8

、

（『
後
漢
書
』
列
伝
33 

僕
進
不
能
参
名
於
二
立

「
朱
穆
伝
」
李
賢
注
）

退
又
不
能
群
彼
数
子△

愍
三
墳
之
既
頽　
　

惜
八
索
之
不
理△

庶
前
訓
之
可
鑽　
　

聊
朝
隠
乎
柱
史△
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且
韞
櫝
以
待
価　
　

踵
顔
氏
以
行
止△

曽
不
慊
夫
晋
楚　
　

敢
告
誠
於
知
己△

（『
後
漢
書
』
列
伝
49
張
衡
列
伝
）

　

張
衡
「
応
間
」
末
尾
は
、
掲
出
し
た
直
前
箇
所
か
ら
一
篇
の
主
旨
の
要

括
が
始
ま
る
の
で
あ
る
が
、
特
に
掲
出
し
た
部
分
で
は
臧
洪
と
同
様
に
、

「
子
…
…
」「
吾
…
…
」
に
導
か
れ
る
句
を
重
ね
て
用
い
、
仕
進
を
め
ぐ
る

自
他
の
思
念
の
相
違
を
比
喩
的
に
表
現
し
て
い
る
。
後
続
す
る
部
分
で
も

故
事
を
敷
陳
し
、
自
ら
の
「
聊
か
柱
史
（
太
史
令
）
に
朝
隠
せ
ん
」
と
の

決
意
を
示
す
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
漢
代
の
設
論
は
賦
体
が
用

い
ら
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
こ
の
末
尾
十
句
の
韻
文
は
一
篇
の
主

旨
を
明
示
す
る
言
辞
と
な
っ
て
い
る
。
辞
賦
の
乱
辞
に
相
当
す
る
と
い
え

よ
う
。
一
方
、
朱
穆
「
絶
交
」
末
尾
は
ど
う
で
あ
る
か
。
朱
穆
は
、
鴟
の

醜
悪
な
生
態
を
描
い
て
相
手
の
行
動
に
重
ね
、
己
れ
に
喩
え
る
鳳
と
対
比

し
な
が
ら
、
相
手
へ
の
憎
悪
と
共
に
訣
別
を
告
げ
て
い
る
。
臧
洪
の
も
の

と
は
「
努
力
」
の
語
が
一
致
し
、「
本
同
而
末
離
」（
臧
）
と
「
与
子
異
域
」

（
朱
）
は
同
趣
の
異
工
と
い
え
よ
う
。「
絶
交
」
に
せ
よ
、「
応
間
」
に
せ

よ
、
設
論
の
篇
末
に
「
乱
曰
」
と
し
て
乱
辞
を
繫
け
る
の
を
避
け
て
、
韻

文
で
継
い
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
い
か
。

　

さ
て
、
臧
洪
の
絶
交
書
の
末
文
が
、
張
衡
「
応
間
」
篇
末
の
韻
文
、
朱

穆
「
絶
交
」
篇
末
の
四
言
韻
文
の
流
れ
を
汲
み
、
そ
れ
が
辞
賦
の
乱
辞
に

相
当
す
る
も
の
と
し
て
、
で
は
、
こ
の
末
文
を
突
き
付
け
ら
れ
て
、「
さ

あ
ら
ば
仕
方
あ
る
ま
い
」
と
、
相
手
に
未
練
を
断
ち
切
ら
せ
る
、
そ
の
力

は
奈
辺
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
後
に
そ
の
点
に
触
れ
て
稿
を
終
え
た

い
。

　

一
つ
に
は
、
乱
辞
自
体
が
本
来
備
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
呪
的
効
果
が
考

え
ら
れ
よ
う
。
乱
が
呪
力
の
最
も
効
果
あ
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
と
し

て
、
中
島
千
秋
氏
は
、
乱
辞
が
つ
け
ら
れ
る
類
型
を
分
析
さ
れ
、
そ
の
一

つ
に
祭
祀
の
類
と
と
も
に
鎮
魂
歌
で
あ
る
「
招
魂
」
の
類
を
挙
げ
て
お
ら

れ
る
。
乱
辞
が
も
つ
呪
術
性
を
考
え
る
上
で
示
唆
に
富
む
分
析
で
あ
る
。）

（（
（

こ
れ
と
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
措
辞
の
面
で
の
工
夫
も
挙
げ
な
く
て

は
な
る
ま
い
。
そ
れ
は
「
行
矣
」「
努
力
」
等
の
語
を
取
り
込
ん
で
い
る

点
で
あ
る
。
か
つ
て
、
こ
の
「
行
矣
」
に
着
目
し
、
多
く
の
挙
例
を
通
し

て
、
そ
れ
が
漢
か
ら
六
朝
に
用
い
ら
れ
た
訣
別
の
辞
で
あ
る
こ
と
を
い
ち

早
く
指
摘
さ
れ
た
の
は
斯
波
六
郎
氏
で
あ
る
。）

（（
（

こ
れ
を
前
提
と
し
て
、
さ

ら
に
二
・
三
の
例
を
挙
げ
て
考
え
を
進
め
て
み
た
い
。
ま
ず
『
左
氏
伝
』

に
見
え
る
二
つ
の
故
事
を
挙
げ
よ
う
。
楚
の
将
・
司
馬
子
反
と
申
叔
時
と

の
会
見
（
成
公
16
年
）
の
故
事
で
、
楚
軍
の
敗
退
を
予
言
し
て
、
申
が
司

馬
に
「
子
其
勉
之
、
吾
不
復
見
子
矣
」（
杜
注
・
其
の
必
ず
敗
れ
て
反
ら

ざ
る
を
言
ふ
）
と
述
べ
た
言
葉
。
ま
た
、
鄭
の
子
産
が
公
孫
楚
（
子
南
）
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に
国
外
追
放
処
分
を
申
し
渡
し
た
故
事
（
昭
公
元
年
）
で
、「
勉
速
行
乎
」

と
述
べ
「
而な
ん
じ

の
罪
を
重
ぬ
る
無
か
れ
」
と
戒
め
た
言
葉
。
こ
れ
ら
『
左

氏
伝
』
の
故
事
を
共
通
の
知
識
と
し
て
持
っ
た
臧
洪
・
陳
琳
の
間
で
交
わ

さ
れ
た
語
で
あ
る
な
ら
ば
、「
域
を
異
に
す
る
」
生
死
を
分
か
つ
永
訣
の

辞
と
し
て
特
に
重
み
を
持
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
後
漢
・
張
劭
と
死
友

范
式
と
の
友
情
譚
を
加
え
て
み
た
い
。『
古
今
小
説
』（
范
巨
卿
雞
黍
死
生

交
）
を
経
て
『
雨
月
物
語
』（
菊
花
の
約
）
に
流
れ
て
我
が
国
で
も
よ
く

知
ら
れ
る
話
柄
で
あ
る
。
そ
の
元
の
話
は
張
璠
『
後
漢
書
』
が
伝
聞
を
残

し
、
范
曄
が
取
り
込
ん
で
（
独
行
列
伝
「
范
式
伝
」）
記
し
て
い
る
。
張

劭
（
元
伯
）
が
没
し
、
葬
儀
が
営
ま
れ
て
埋
葬
ま
で
進
ん
だ
。
柩
が
墓
壙

に
下
ろ
さ
れ
る
段
と
な
っ
て
紼
ひ
き
づ
な

が
引
け
ず
、
柩
が
全
く
動
か
な
い
。
そ

の
時
、
万
障
を
排
し
て
死
友
范
式
が
駆
け
つ
け
、「
行
矣
元
伯
、
死
生
路

異
、
永
従
是
辞
」
と
弔
辞
を
語
り
聞
か
せ
る
や
、
紼
が
引
け
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
。
怪
奇
性
あ
る
美
談
ゆ
え
に
巷
間
で
は
も
て
は
や
さ
れ
た

と
想
像
さ
れ
る
。
そ
の
怪
奇
の
真
偽
は
と
も
か
く
と
し
て
、
范
が
死
者
に

呼
び
掛
け
た
辞
は
、
親
し
い
人
と
の
死
別
に
際
会
し
た
古
代
の
人
々
の
心

性
を
言
葉
に
託
し
て
、
如
実
に
形
を
与
え
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
な
ぜ
な

ら
、
た
と
え
ば
『
儀
礼
』
既
夕
礼
に
読
賵
読
遣
の
節
目
が
あ
る
。
葬
日
、

葬
送
に
出
行
す
る
前
に
、
史
が
、
板
に
書
し
た
贈
り
物
と
そ
の
贈
り
主
の

名
を
読
み
上
げ
、
ま
た
簡
策
に
記
さ
れ
た
明
器
を
読
み
上
げ
る
礼
式
で
あ

る
。
そ
の
所
以
を
胡
培

は
「
神
の
、
一
一
之
を
知
ら
ん
こ
と
を
欲
す
る

が
如
く
然
り
」
と
説
明
し
、
さ
ら
に
方
苞
の
「
…
…
主
人
主
婦
も
亦
た
必

ず
耳
を
傾
け
て
、
心
に
於
い
て
始
め
て
安
ん
ず
…
…
」
と
の
説
を
引
く

（『
儀
礼
正
義
』
巻
30
）。
西
岡
弘
博
士
は
、
死
者
へ
の
呼
び
か
け
と
い
う

点
を
重
視
し
、「
品
物
を
読
み
上
げ
て
呼
び
か
け
…
…
そ
の
数
が
多
く
て

光
栄
あ
る
死
の
完
了
が
告
げ
ら
れ
る
」
と
説
明
し
て
お
ら
れ
る
。）

（（
（

ま
た
次

の
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。
葬
送
・
埋
葬
を
経
て
、
儀
礼
は
死
者
の
霊
を
殯

宮
に
虞や
す

ん
じ
祭
る
虞
祭
へ
と
進
む
。
こ
の
時
に
祝
が
唱
え
る
辞
が
『
儀

礼
』
士
虞
礼
に
附
記
さ
れ
る
が
、
そ
の
末
尾
に
「
…
…
爾
の
皇
祖
某
甫
に

適ゆ

か
れ
よ
。
饗
け
よ
」
と
あ
る
。
鄭
玄
に
拠
れ
ば
、
皇
祖
の
も
と
に
行
か

れ
よ
と
い
う
の
は
「
之
を
安
ん
ぜ
し
む
る
所
以
（
所
以
安
之
也
）」
で
あ

り
、
饗
け
よ
と
は
、「
勧
め
て
之
を
勉つ
と

め
し
む
る
（
勧
強
之
）」
こ
と
で
あ

る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
死
者
の
霊
が
祖
神
の
中
に
列
せ
ら
れ
て
安
ん
じ
る

た
め
に
、
そ
の
旅
立
ち
を
促
す
、
呼
び
か
け
の
辞
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
ら

は
、
近
時
、
後
漢
墳
墓
か
ら
出
土
す
る
陶
瓶
や
買
地
券
の
銘
文
、
い
わ
ゆ

る
鎮
墓
文
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
よ
う
。
小
南
一
郎
氏
は
、
こ
れ
ら
銘

文
を
詳
細
に
分
析
し
て）

（（
（

、
生
者
と
死
者
と
の
区
別
が
強
調
さ
れ
る
特
徴
が

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
こ
に
は
、
荒
ぶ
る
死
霊
を
こ
の
世
か
ら
隔
離
す

る
こ
と
が
企
図
さ
れ
て
い
る
旨
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
生
者
と
死
者

と
の
区
別
を
強
調
す
る
の
に
、
范
式
の
弔
辞
に
み
え
る
「
死
生
路
異
」
と
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酷
似
す
る
表
現
が
頻
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
を
踏
ま
え
る

と
、
范
式
の
弔
辞
は
、
神
と
し
て
祭
ら
れ
る
そ
の
直
前
に
、
死
者
に
対
し

て
己
の
身
に
訪
れ
た
死
を
受
け
入
れ
、
生
者
の
世
界
を
去
り
、
祖
神
の
仲

間
入
り
を
果
た
し
て
安
ん
じ
る
よ
う
勉
め
勧
め
る
、
呪
性
あ
る
神
秘
的
な

言
葉
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

『
左
氏
伝
』（
哀
公
11
年
）
に
そ
の
名
が
見
え
る
「
虞
殯
」
は
、
の
ち
に

孔
穎
達
正
義
に
「
蓋
し
啓
殯
し
て
将
に
虞
せ
ん
と
す
る
の
歌
な
る
を
以

て
、
之
を
虞
殯
と
謂
ふ
」
と
解
説
さ
れ
る
。
こ
の
説
を
西
岡
博
士
は
踏
ま

え
な
が
ら
、
挽
歌
に
「
ひ
き
う
た
」
と
「
た
ま
や
す
め
う
た
」
の
二
種
を

想
定
し
、「
虞
祭
の
間
に
歌
わ
れ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
死
者
を
傷
む
歌
辞

が
あ
り
、
音
楽
を
伴
わ
な
い
み
た
ま
や
す
め
の
徒
歌
と
し
て
霊
前
に
お
く

ら
れ
た
も
の
」
と
述
べ
ら
れ
た
。）

（（
（

　

　

後
漢
後
期
の
挽
歌
の
愛
好
は
一
海
知
義
氏
が
つ
と
に
指
摘
さ
れ
た）

（（
（

と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
范
式
の
弔
辞
、
ま
た
朱
穆
「
絶
交
」
末
尾
の
四
言
韻
文
そ

し
て
臧
洪
の
絶
交
書
末
文
の
背
後
に
は
、
歌
辞
も
残
ら
ぬ
ま
ま
に
亡
佚
し

た
幾
多
の
み
た
ま
や
す
め
う
た
の
世
界
が
裾
野
を
大
き
く
広
げ
な
が
ら
存

在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
相
手
に
二
度
と
は
引

き
還
せ
な
い
道
を
進
ま
せ
る
呼
び
掛
け
の
辞
の
も
つ
力
が
強
く
信
じ
ら
れ

て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

注（
１
） 『
三
国
志
』（
魏
書
巻
七
）
呂
布
臧
洪
伝
第
七
「
臧
洪
伝
」（
中
華
書
局
・
標
点
本
）。

お
よ
び
『
後
漢
書
』（
列
伝
四
十
八
）
虞
傅
蓋
臧
列
伝
第
四
十
八
「
臧
洪
伝
」（
中

華
書
局
標
点
本
）。
ま
た
、『
後
漢
書
』
に
つ
い
て
は
吉
川
忠
夫
氏
訓
注
『
後
漢

書
』（
岩
波
書
店
）、
渡
邉
義
浩
・
渡
邉
将
智
両
氏
編
『
全
訳
後
漢
書
』（
汲
古
書

院
）、『
三
国
志
』
に
つ
い
て
は
今
鷹
真
・
井
波
律
子
両
氏
訳
『
三
国
志
』（
筑
摩

書
房
・
世
界
古
典
文
学
全
集
24
）
当
該
箇
所
を
参
考
に
さ
せ
て
頂
い
た
。

（
２
） 『
文
選
』
巻
43
丘
遅
「
与
陳
伯
之
書
」
李
善
注
所
引
。

（
３
） 

戸
田
浩
暁
氏
『
文
心
雕
竜
』
上
（
新
釈
漢
文
大
系
64
）
明
治
書
院
、
昭
和
49
年
。

（
４
） 

吹
野
安
博
士
『
中
国
古
代
文
学
発
想
論
』
第
四
章
「〈
誓
・
誥
〉
文
発
想
考
」。
笠

間
書
院
、
昭
和
61
年
。

（
５
） 

前
掲
（
４
）
書
。

（
６
） 「
…
…
有
渝
此
盟
、
創
禍
先
乱
、
違
貳
不
協
、
慆
慢
天
命
、
明
神
上
帝
、
是
討
是
督
、

山
川
百
神
、
是
糾
是
殛
、
俾
墜
其
師
、
無
克
祚
國
、
于
爾
大
神
、
其
明
鑒
之
」（『
三

国
志
』
呉
志
巻
二
「
孫
権
伝
」）。
と
あ
っ
て
、
禍
（
波
線
部
）
を
下
す
主
体
（
傍

線
部
）
が
体
例
通
り
前
置
さ
れ
て
い
る
。

（
７
） 

西
岡
弘
博
士
『
中
国
古
代
の
葬
礼
と
文
学
・
改
訂
版
』
文
学
篇
、
第
一
章
「
祝
系

文
学
」。
汲
古
書
院
、
平
成
14
年
（
初
版
は
三
光
社
、
昭
和
45
年
）。

（
８
） 

渡
邉
義
浩
氏
『「
三
国
志
」
の
政
治
と
思
想　

史
実
の
英
雄
た
ち
』
第
二
章
「
曹

操
と
荀
彧
」。
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
12
年
。

（
９
） 

馬
場
英
雄
氏
「
嵆
康
の
「
与
山
巨
源
絶
交
書
」
に
つ
い
て
」。
東
方
学
第
百
三
輯
。

平
成
14
年
。

（
10
） 
前
掲
（
４
）
書
、
第
九
章
「
東
方
朔
小
考
（
下
）
―
自
薦
文
学
―
」。

（
11
） 

藤
野
岩
友
博
士
『
増
補
巫
系
文
学
論
』
楚
辞
関
係
論
文
、
五
「
自
序
伝
の
性
格
」。

昭
和
44
年
（
初
版
、
昭
和
29
年
）、
大
学
書
房
。

（
12
） 

前
掲
（
11
）
書
、「
自
序
文
学
―
祝
辞
系
文
学
―
」
一
、
自
序
文
学
と
し
て
の
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「
離
騒
」
の
項
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

（
13
） 
福
井
佳
夫
氏
『
六
朝
の
遊
戯
文
学
』
第
十
八
章
「
劉
孝
標
「
広
絶
交
論
」」。
汲
古

書
院
、
07
年
。

（
14
） 

羅
常
培
・
周
祖
謨
合
両
氏
著
『
漢
魏
晋
南
北
朝
韻
部
演
変
研
究
』（
14
年
、
中
華

書
局
。
も
と
58
年
、
科
学
出
版
社
）
に
拠
り
、
同
部
の
語
の
右
傍
に
同
種
の
記
号

を
添
え
た
。

（
15
） 

朱
穆
が
「
絶
交
論
」
を
書
き
、
さ
ら
に
劉
伯
宗
に
絶
交
書
を
書
き
、
さ
ら
に
絶
交

の
詩
を
作
っ
た
と
考
え
る
よ
り
は
、
朱
穆
は
「
絶
交
」
な
る
設
論
の
一
篇
を
書

き
、
そ
れ
が
「
絶
交
論
」「
絶
交
書
」「
絶
交
詩
」
に
分
断
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る

方
が
自
然
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
中
に
限
り
、
そ
れ
ら
統
合
が
さ
れ
て
い

た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
元
の
作
品
を
「
絶
交
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

（
16
） 

中
島
千
秋
氏
『
賦
の
成
立
と
展
開
』
第
三
章
第
四
節
「「
乱
曰
」
の
様
式
と
賦
」。

関
洋
紙
店
印
刷
所
、
昭
和
38
年
。

（
17
） 

斯
波
六
郎
氏
『
六
朝
文
学
へ
の
思
索
』「
六
朝
人
の
作
品
に
見
え
る
二
三
の
語
に

つ
い
て
」。
創
文
社
東
洋
学
叢
書
、
04
年

（
18
） 

前
掲
（
７
）
書
、
葬
礼
篇
第
六
章
第
三
節
「
葬
送
」。

（
19
） 

小
南
一
郎
氏
「
漢
代
の
祖
霊
観
念
」、
東
方
学
報
（
京
都
）
第
六
十
六
冊
、
94
年
。

な
お
、
氏
の
挙
例
か
ら
范
式
「
死
生
路
異
、
永
従
是
辞
」
に
酷
似
す
る
表
現
を
引

用
さ
せ
て
い
た
だ
く
。「
陽
嘉
二
年
…
…
生
人
得
九
、
死
人
得
五
、
生
死
異
路
、

相
去
万
里
…
…
」（
朱
書
陶
瓶
）。「
熹
平
元
年
…
…
生
人
就
陽
、
死
人
下
帰
陰
、

生
人
上
就
高
台
、
死
人
深
自
蔵
、
生
死
各
自
異
路
…
…
」（
朱
書
陶
瓶
）。「［
光
］

和
五
年
…
…
生
死
異
路
、
不
得
［
相
］
妨
…
…
」（
買
地
券
銘
）。

（
20
） 

前
掲
（
７
）
書
、
文
学
篇
第
三
章
第
一
節
「
挽
歌
」。

（
21
） 

一
海
知
義
氏
「
文
選
挽
歌
考
」、
中
国
文
学
報
第
十
二
冊
、
60
年
。


