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い
て

福

井

　

佳

夫

南
北
朝
の
時
代
の
文
学
研
究
は
、
じ
ゅ
う
ら
い
南
朝
の
作
品
が
中
心

と
な
り
が
ち
で
、
北
朝
は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、

胡
族
が
支
配
し
た
北
方
の
王
朝
で
は
、
概
し
て
文
学
活
動
は
低
調
か
つ

不
振
で
あ
り
、
南
朝
の
詩
文
を
模
倣
し
た
だ
け
、
と
み
な
し
て
き
た
か

ら
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
見
か
た
は
旧
時
で
も
お
な
じ
だ
っ
た
よ
う
で
、
蕭
統
『
文

選
』
を
ひ
も
と
い
て
も
、
北
朝
の
詩
文
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
れ
は
、
編
者
の
蕭
統
が
南
朝
梁
の
ひ
と
だ
っ
た
、
と
い
う
事
情
も
さ

る
こ
と
な
が
ら
、
や
は
り
当
時
で
も
「
北
朝
＝
文
学
低
調
」
の
見
か
た

が
支
配
的
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
、
北
朝
の
著
名
な
作
品
を

あ
げ
よ
う
と
し
て
も
、
華
麗
な
詩
賦
の
類
は
お
も
い
つ
か
ず
、
せ
い
ぜ

い
散
文
の
酈
道
元
『
水
経
注
』
や
楊
炫
之
『
洛
陽
伽
藍
記
』
が
想
起
さ

れ
る
程
度
に
す
ぎ
な
い
。

そ
う
し
た
低
調
な
北
朝
文
学
の
な
か
、
北
周
の
某
氏
「
為
閻
姫
与
子

宇
文
護
書
」
と
宇
文
護
「
報
母
閻
姫
書
」
の
両
書
簡
文
は
、
南
朝
の
詩

文
を
模
倣
す
る
こ
と
な
く
、
例
外
的
な
ほ
ど
つ
よ
い
個
性
を
有
し
た
作

だ
と
い
っ
て
よ
い
。
本
稿
は
、
こ
の
両
篇
を
と
り
あ
げ
、
文
章
を
分
析

し
、
内
容
を
吟
味
し
て
、
そ
の
文
学
的
価
値
を
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

一

某
氏
「
為
閻
姫
与
子
宇
文
護
書
」

北
周
の
宇
文
護
（
五
一
三
〜
五
七
二
）
と
い
っ
て
も
、
文
学
史
に
は

登
場
し
な
い
人
物
で
あ
り
、
文
学
研
究
者
で
し
る
ひ
と
は
す
く
な
い
だ

ろ
う
。
た
だ
北
朝
の
政
治
史
を
研
究
す
る
か
た
だ
っ
た
ら
、「
あ
あ
、
北
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周
で
専
横
を
ふ
る
っ
た
あ
の
宇
文
護
の
こ
と
か
」
と
想
起
さ
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。

宇
文
護
、
あ
ざ
な
は
薩
保
は
実
質
的
な
北
周
の
創
始
者
、
宇
文
泰
（
北

周
の
太
祖
。
生
前
に
は
即
位
し
な
か
っ
た
が
、
死
後
に
文
帝
と
追
諡
さ

れ
た
。
五
〇
五
〜
五
五
六
）
の
兄
（
宇
文
顥
）
の
子
で
あ
る
。
泰
の
死

後
、
北
周
の
重
鎮
と
し
て
国
力
の
増
強
に
つ
と
め
た
が
、
い
っ
ぽ
う
で

権
力
欲
も
つ
よ
か
っ
た
。
北
周
王
朝
の
キ
ン
グ
メ
ー
カ
ー
に
な
っ
た
彼

は
、
泰
の
後
を
つ
い
だ
従
弟
の
年
少
の
天
子
が
聡
明
だ
と
し
る
や
、
お

の
が
権
力
を
ま
も
る
た
め
、
ふ
た
り
（
孝
閔
帝
、
明
帝
）
ま
で
殺
害
す

る
こ
と
を
い
と
わ
な
か
っ
た
（
後
述
）。
そ
の
た
め
最
後
は
、
専
横
ぶ
り

を
き
ら
わ
れ
、
や
は
り
従
弟
の
武
帝
に
よ
っ
て
謀
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
。
い
わ
ば
功
罪
と
も
に
あ
っ
た
、
黒
幕
的
政
治
家
だ
っ
た
と

い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

そ
う
し
た
宇
文
護
だ
が
、
彼
は
わ
か
い
こ
ろ
、
乱
世
特
有
の
数
奇
な

運
命
に
翻
弄
さ
れ
て
、
母
親
の
閻
姫
と
離
別
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
。
以
後
、
母
の
ゆ
く
え
は
お
ろ
か
、
生
死
さ
え
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
、
な

が
い
時
が
な
が
れ
た
。
と
こ
ろ
が
離
別
し
て
三
十
五
年
、
北
周
の
実
力

者
に
の
し
あ
が
っ
た
宇
文
護
の
も
と
へ
、
あ
る
日
と
つ
ぜ
ん
、
敵
対
す

る
北
斉
の
地
か
ら
母
の
書
簡
（
為
閻
姫
与
子
宇
文
護
書
）
が
お
く
ら
れ

て
き
た
の
で
あ
る
。
宇
文
護
は
一
読
す
る
や
悲
嘆
に
く
れ
、
す
ぐ
さ
ま

母
へ
返
書
（
報
母
閻
姫
書
）
を
つ
づ
っ
た
の
だ
っ
た
。

こ
の
時
期
、
北
周
は
北
斉
と
熾
烈
な
戦
い
を
く
り
か
え
し
て
お
り
、

宇
文
護
は
そ
の
一
方
の
実
力
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
母
子
間

の
書
簡
交
換
は
、
た
ん
に
個
人
的
な
事
が
ら
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、

両
国
の
政
治
的
な
思
惑
の
も
と
で
実
施
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
だ
か
ら
こ

そ
、
交
換
さ
れ
た
母
子
書
簡
が
正
史
に
掲
載
さ
れ
て
、
現
在
に
ま
で
つ

た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
経
緯
を
、
同
書
簡
を
お
さ
め
た
『
周

書
』
巻
十
一
晋
蕩
公
護
伝
な
ど
か
ら
う
か
が
っ
て
み
よ
う
。

保
定
三
年
（
五
六
三
）、
北
周
は
突
厥
と
連
合
し
て
出
兵
し
、
北
斉
を

南
北
か
ら
挟
み
う
ち
に
し
よ
う
と
し
た
。
北
斉
の
武
成
帝
（
在
位
五
六

一
〜
五
六
五
）
は
、
こ
の
戦
略
を
お
そ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
よ
り
ま

え
、
宇
文
護
の
母
の
閻
姫
は
北
周
の
武
帝
（
在
位
五
六
〇
〜
五
七
八
）
の

第
四
姑
や
そ
の
親
族
と
と
も
に
、
北
斉
に
と
ら
え
ら
れ
抑
留
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
宇
文
護
は
自
分
が
北
周
の
宰
相
と
な
っ
て
か
ら
、
し
ば

し
ば
間
諜
を
派
遣
し
て
母
の
動
静
を
さ
ぐ
ら
せ
て
い
た
が
、
消
息
は
杳

と
し
て
し
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
へ
こ
の
挟
撃
作
戦
が
は
じ
ま
っ
た
の
だ
。

す
る
と
北
斉
は
、
と
つ
ぜ
ん
閻
姫
ら
の
帰
国
を
許
可
し
、
和
平
を
提
案

し
て
き
た
の
だ
っ
た
。
ま
ず
保
定
四
年
（
五
六
四
）、
武
帝
の
第
四
姑
を

か
え
す
こ
と
に
し
た
。
た
だ
閻
姫
の
ほ
う
は
、
子
の
宇
文
護
が
北
周
の

実
力
者
だ
っ
た
の
で
、
そ
の
ま
ま
斉
地
に
と
ど
め
お
き
、
有
利
に
事
を
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は
こ
ぼ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
同
年
、
北
斉
は
配
下
に
命
じ
て

閻
姫
の
書
簡
を
か
か
せ
、
そ
れ
を
宇
文
護
に
お
く
っ
た
の
だ
っ
た
。

以
上
が
、﹇
両
書
簡
の
う
ち
の
﹈
母
書
簡
「
為
閻
姫
与
子
宇
文
護
書
」

（
以
下
は
「
閻
姫
書
」）
が
か
か
れ
た
い
き
さ
つ
で
あ
る
。
右
の
『
周
書
』

の
記
事
か
ら
判
断
す
る
と
、
北
斉
が
こ
の
書
簡
を
か
か
せ
た
意
図
は
、
宇

文
護
に
攻
撃
の
手
心
を
く
わ
え
て
も
ら
お
う
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
よ

う
だ
。
た
だ
そ
う
し
た
政
治
的
思
惑
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
こ
の
「
閻
姫

書
」
は
、
戦
乱
で
離
れ
ば
な
れ
に
な
っ
た
母
親
（
閻
姫
）
が
、
三
十
余
年

ぶ
り
に
遠
方
の
息
子
（
宇
文
護
）
に
か
た
り
か
け
た
も
の
だ
け
に
、
ひ

と
の
胸
を
う
つ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
に
、
そ
の
書
簡
の
訳
文
を

し
め
し
て
み
よ
う
。

　
天
地
に
さ
え
ぎ
ら
れ
、
私
た
ち
母
子
は
す
む
と
こ
ろ
が
別
々
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
三
十
余
年
も
生
死
が
わ
か
ら
ず
、
断
腸

の
思
い
た
る
や
、
た
え
が
い
も
の
で
し
た
。﹇
私
と
お
な
じ
境
遇

だ
っ
た
﹈
お
ま
え
の
悲
し
み
を
お
も
え
ば
、
ど
う
し
て
じ
っ
と
し

て
お
ら
れ
ま
し
ょ
う
。

　
お
も
え
ば
、
私
は
十
九
で
宇
文
の
家
に
嫁
入
り
し
、
い
ま
八
十

歳
で
す
。
動
乱
に
で
く
わ
し
、
つ
ぶ
さ
に
辛
酸
を
な
め
た
日
々
で

し
た
。
お
ま
え
た
ち
が
成
長
し
、
安
楽
に
す
ご
せ
る
日
を
ね
が
っ

て
い
た
の
に
、
ふ
か
き
罪
業
に
よ
っ
て
、
生
死
を
異
に
す
る
こ
と

に
な
る
と
は
、
だ
れ
が
予
想
で
き
た
で
し
ょ
う
。
私
は
三
男
三
女

を
う
み
ま
し
た
が
、
い
ま
は
そ
の
ひ
と
り
と
て
、
目
に
す
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。
こ
こ
ま
で
か
た
っ
て
く
れ
ば
、
悲
し
み
が
骨
身

に
し
み
て
き
ま
す
。

　
私
は
斉
主
の
お
恵
み
に
よ
っ
て
、
な
ん
と
か
老
年
を
無
事
す
ご

し
て
い
ま
す
。
楊
お
ば
さ
ん
や
叔
母
の
紇
干
、
さ
ら
に
嫂
の
劉
さ

ん
ら
と
同
居
し
て
、
た
の
し
く
す
ご
し
て
い
ま
す
よ
。
た
だ
す
こ

し
耳
が
わ
る
く
て
、
大
声
で
な
い
と
き
こ
え
ま
せ
ん
が
、
ど
こ
か

へ
い
っ
た
り
も
の
を
た
べ
た
り
す
る
ぶ
ん
に
は
、
さ
し
つ
か
え
あ

り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
た
び
斉
朝
の
恵
み
が
と
お
く
ま
で
お
よ
ん
で
、
特
段
の
恩

寵
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
、
私
は
、
お
ま
え
の
も
と
へ
か
え
る

こ
と
が
許
可
さ
れ
、
ま
た
手
紙
を
だ
す
こ
と
も
ゆ
る
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
で
、
長
年
の
恨
み
つ
ら
み
も
、
は
ら
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ

れ
は
神
さ
ま
の
ご
と
き
仁
徳
ぶ
り
で
す
。
ど
う
感
謝
す
れ
ば
よ
い

の
で
し
ょ
う
。

　
私
と
離
別
し
た
と
き
、
お
ま
え
は
ま
だ
幼
少
だ
っ
た
の
で
、
く

わ
し
い
事
情
は
し
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
む
か
し
私
は
武
川
鎮
で
お

ま
え
た
ち
兄
弟
を
う
み
ま
し
た
。
長
男
の
什
肥
は
鼠
、
次
男
の
導

は
兔
、
お
ま
え
護
は
蛇
の
年
の
う
ま
れ
で
し
た
。
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鮮
于
修
礼
が
兵
を
あ
げ
た
と
き
、
わ
が
家
は
大
人
も
子
ど
も
も
、

以
前
か
ら
博
陵
郡
に
す
ん
で
い
ま
し
た
。
私
は
お
ま
え
た
ち
を
つ

れ
て
左
人
城
の
ほ
う
へ
ゆ
こ
う
と
し
ま
し
た
が
、
唐
河
の
北
ま
で

い
く
と
、
定
州
の
官
軍
に
う
ち
ま
か
さ
れ
た
の
で
す
。
お
ま
え
の

祖
父
や
二
人
の
叔
父
は
そ
の
と
き
戦
死
し
、
さ
ら
に
叔
母
の
賀
拔
、

そ
の
息
子
の
元
宝
、
叔
母
の
紇
干
と
そ
の
子
の
菩
提
、
そ
し
て
私
た

ち
母
子
の
六
人
は
つ
か
ま
っ
て
、
み
な
定
州
城
に
つ
れ
て
ゆ
か
れ

ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
ま
も
な
く
、
私
た
ち
母
子
は
、
元
宝
掌
の
も
と

へ
お
く
ら
れ
た
の
で
す
。
賀
拔
と
紇
干
ら
も
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
宝
掌
は
お
ま
え
を
み
る
や
、「
お
れ
は
お
ま
え
の

祖
父
を
し
っ
て
い
る
が
、
そ
っ
く
り
じ
ゃ
」
と
い
っ
た
も
の
で
す
。

　
そ
の
と
き
宝
掌
は
、
唐
城
に
軍
を
か
ま
え
て
い
ま
し
た
。
そ
こ

に
三
日
と
ど
ま
る
と
、
宝
掌
は
却
略
し
た
男
女
六
七
十
ほ
ど
を
み

な
京
城
に
お
く
り
ま
し
た
。
私
と
お
ま
え
も
い
っ
し
ょ
に
お
く
ら

れ
ま
し
た
。
定
州
城
の
南
ま
で
く
る
と
、
そ
の
夜
は
同
郷
の
姫
庫

根
の
家
に
一
泊
で
す
。
蠕
蠕
族
の
奴
僕
が
鮮
于
修
礼
の
陣
営
の
灯

を
み
る
や
、
私
に
「
あ
っ
し
は
い
ま
か
ら
、
鮮
于
修
礼
の
陣
営
へ

に
げ
て
ゆ
き
ま
す
」
と
い
っ
た
の
で
す
。
彼
は
陣
営
に
に
げ
か
え

る
や
、
私
た
ち
が
こ
こ
に
い
る
の
を
つ
た
え
て
く
れ
ま
し
た
。
翌

朝
、
お
ま
え
の
叔
父
は
兵
を
ひ
き
い
て
襲
撃
し
て
く
れ
、
私
た
ち
は

鮮
于
修
礼
の
陣
営
に
に
げ
か
え
れ
た
の
で
す
。
お
ま
え
が
十
二
歳

（
十
三
歳
の
誤
り
か
。
た
ぶ
ん
五
二
六
年
）
の
と
き
で
し
た
。
私
た

ち
は
い
っ
し
ょ
に
馬
に
の
っ
て
、
鮮
于
修
礼
の
軍
に
し
た
が
っ
た

の
で
す
が
、
こ
う
な
っ
た
事
情
な
ど
お
ぼ
え
て
な
い
だ
ろ
う
ね
え
。

　
こ
う
し
て
、
私
と
お
ま
え
は
受
陽
に
す
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
と
き
、
元
宝
と
菩
提
、
姑
の
子
の
賀
蘭
盛
洛
、
そ
し
て
お
ま
え

の
四
人
は
い
っ
し
ょ
に
勉
強
し
た
ん
だ
よ
。
博
士
の
成
と
い
う
先

生
は
、
人
と
な
り
が
厳
格
だ
っ
た
。
そ
こ
で
お
ま
え
た
ち
四
人
は
、

先
生
を
こ
ろ
そ
う
と
た
く
ら
ん
だ
の
で
す
。
私
と
叔
母
た
ち
は
こ

れ
を
し
り
、
息
子
を
と
ら
え
て
う
ち
す
え
た
の
で
し
た
。
た
だ
盛

洛
だ
け
は
母
が
い
な
か
っ
た
の
で
、
た
た
か
れ
な
か
っ
た
ね
え
。

　
そ
の
後
、
天
柱
大
将
軍
の
爾
朱
栄
が
死
ん
だ
歳
（
五
三
〇
）
の

こ
と
、
賀
拔
阿
斗
泥
（
本
名
は
賀
拔
岳
）
は
関
西
に
い
た
が
、
部
下

を
派
遣
し
て
家
族
を
よ
び
よ
せ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
お
ま
え
の

叔
父
さ
ん
（
宇
文
泰
）
も
奴
僕
の
来
富
を
派
遣
し
て
、
お
ま
え
や

盛
洛
た
ち
を
よ
び
よ
せ
た
の
で
す
。
そ
の
と
き
、
お
ま
え
は
緋
の

綾
袍
、
銀
か
ざ
り
の
帯
を
身
に
つ
け
、
盛
洛
は
紫
色
に
お
っ
た
長

袍
と
黄
綾
の
下
着
を
着
て
、
と
も
に
騾
馬
に
の
っ
て
出
発
し
た
の

で
す
。
盛
洛
は
お
ま
え
よ
り
ち
い
さ
か
っ
た
。
お
ま
え
た
ち
三
人

は
み
な
私
の
こ
と
を
、「
か
あ
さ
ん
」
と
さ
け
び
ま
し
た
。
こ
の
こ
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と
は
、
き
っ
と
お
ぼ
え
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
い
ま
お
ま
え
に
、

子
ど
も
の
こ
ろ
着
て
い
た
錦
袍
一
領
を
お
く
り
ま
す
。
こ
れ
が
到

着
し
た
ら
、
こ
れ
を
よ
く
み
て
お
く
れ
。
そ
し
て
私
が
ど
ん
な
つ

ら
い
日
々
を
お
く
っ
て
き
た
か
を
、
よ
く
か
ん
が
え
て
お
く
れ
。

　
千
載
の
好
運
に
あ
た
り
、
斉
朝
の
恩
寵
に
め
ぐ
ま
れ
ま
し
た
。

斉
は
老
嫗
を
あ
わ
れ
み
恩
恵
を
ほ
ど
こ
し
、
お
ま
え
と
あ
う
こ
と

を
許
可
し
て
く
れ
た
の
で
す
。
そ
の
知
ら
せ
を
き
く
や
、
死
ん
で

も
朽
ち
ぬ
ほ
ど
う
れ
し
か
っ
た
が
、
ま
し
て
い
ま
、
お
ま
え
と
あ

え
る
の
で
す
。
禽
獣
草
木
で
す
ら
母
子
が
た
す
け
あ
う
の
に
、
私

は
い
っ
た
い
な
ん
の
罪
が
あ
っ
て
、
お
ま
え
と
離
別
せ
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
で
も
い
ま
は
、
な
ん
と
幸
せ
な
こ
と
か
、

お
ま
え
と
あ
え
る
の
で
す
。
こ
ん
な
悲
喜
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
は

な
し
て
い
る
と
、
死
ん
だ
の
が
い
き
か
え
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る

よ
。
こ
の
世
に
あ
る
も
の
は
、
な
ん
と
か
手
に
は
い
る
も
の
だ
が
、

母
子
が
異
国
に
離
れ
ば
な
れ
に
な
っ
た
と
き
は
、
ど
こ
へ
い
け
ば

よ
か
っ
た
の
か
ね
え
。

　
た
と
え
お
ま
え
が
位
は
三
公
を
き
わ
め
、
海
山
よ
り
ゆ
た
か
だ
っ

た
と
し
て
も
、
こ
の
老
母
は
八
十
歳
と
な
っ
て
も
、
千
里
の
か
な

た
で
さ
ま
よ
い
、
旦
夕
に
も
死
の
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。
一
時

で
も
お
ま
え
の
顔
を
み
る
こ
と
が
で
き
ず
、
一
日
も
い
っ
し
ょ
に

お
れ
ず
、
さ
む
い
と
き
で
も
、
お
ま
え
の
よ
う
な
衣
服
は
な
く
、
腹

を
す
か
せ
て
も
、
食
べ
物
は
な
い
の
で
す
。
お
ま
え
が
栄
華
を
き

わ
め
、
世
間
で
ひ
か
り
か
が
や
く
存
在
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ

れ
が
な
ん
だ
と
い
う
の
で
し
ょ
う
。
ま
た
私
に
と
っ
て
も
、
な
に

か
よ
い
こ
と
が
あ
る
の
か
い
。

　
こ
れ
ま
で
の
日
々
、
お
ま
え
は
私
に
孝
養
を
つ
く
し
て
く
れ
な

ん
だ
が
、
過
去
の
こ
と
は
も
う
い
い
ま
す
ま
い
。
た
だ
今
日
以
後
、

私
の
余
生
は
お
ま
え
し
だ
い
な
ん
だ
よ
。
頭
の
う
え
に
は
天
、
足

の
し
た
に
は
地
、
そ
し
て
そ
の
中
間
に
は
、
鬼
神
が
ひ
か
え
て
い

ま
す
。
そ
れ
ら
は
よ
く
わ
か
ら
ぬ
存
在
な
の
で
、
無
視
し
て
も
よ

い
な
ど
と
お
も
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
よ
（
お
ま
え
の
行
動
は
、
き
ち

ん
と
み
ら
れ
て
い
る
ん
だ
よ
）。

　
楊
お
ば
さ
ん
は
、
炎
暑
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
周
の
地
へ
む
か
っ

て
さ
き
に
出
発
し
ま
し
た
。
私
た
ち
は
関
河
で
阻
隔
さ
れ
、
な
が

い
こ
と
音
信
不
通
で
し
た
。
だ
か
ら
通
常
の
手
紙
で
は
、
お
ま
え

が
﹇
偽
物
だ
と
﹈
あ
や
し
む
の
で
は
な
い
か
と
お
も
っ
て
、
便
箋

ご
と
に
款
識
を
お
し
、
ま
た
私
の
姓
名
を
し
る
し
て
お
き
ま
し
た
。

こ
う
し
た
事
情
を
よ
く
く
み
と
っ
て
、
け
っ
し
て
こ
の
手
紙
に
疑

念
を
も
た
な
い
で
お
く
れ
。

こ
れ
が
、
閻
姫
の
書
簡
文
の
す
べ
て
で
あ
る
。
固
有
名
詞
の
特
定
が
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む
つ
か
し
く
、
事
実
関
係
の
推
測
に
も
不
安
が
あ
る
の
だ
が
、
と
り
あ

え
ず
私
な
り
の
訳
文
を
つ
く
っ
て
み
た
。
く
わ
え
て
、「
閻
姫
書
」
の
理

解
を
便
に
す
る
た
め
、
書
簡
の
内
容
に
即
し
つ
つ
、
閻
姫
の
生
涯
を
年

譜
ふ
う
に
整
理
し
て
み
よ
う
。
す
る
と
、
ほ
ぼ
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
た
。

閻
姫
の
生
涯

　　

西
暦

年
齢

事

項

四
八
五

１

う
ま
れ
る
。

五
〇
三

19

宇
文
顥
に
嫁
す
。

五
一
三

29

子
の
宇
文
護
を
う
む
（
全
部
で
三
男
三
女
）。

五
二
四

40

夫
の
宇
文
顥
死
す
。

五
二
六

42

鮮
于
修
礼
が
挙
兵
す
る
。
義
父
の
宇
文
肱
死
す
。

捕
虜
に
な
る
が
脱
出
し
て
受
陽
に
す
む
。

五
三
〇

46

宇
文
護
（
18
歳
）
が
宇
文
泰
の
も
と
へ
さ
り
、
母

子
が
離
別
す
る
。

五
六
四

80

現
在
。
北
斉
の
地
よ
り
宇
文
護
（
52
歳
）
に
書
簡

を
お
く
る
。

五
六
七

83

死
去
。

1

　　

　　

こ
れ
で
み
る
と
、
閻
姫
は
十
九
歳
で
宇
文
顥
に
嫁
し
、
二
十
九
歳
で

宇
文
護
を
う
ん
だ
。
そ
し
て
四
十
歳
で
夫
に
死
な
れ
て
寡
婦
と
な
り
、

そ
し
て
四
十
六
歳
の
と
き
、
十
八
歳
の
宇
文
護
と
生
き
わ
か
れ
た
こ
と

に
な
る
。
そ
の
と
き
閻
姫
は
、
な
ぜ
宇
文
護
と
と
も
に
宇
文
泰
の
も
と

へ
い
か
な
か
っ
た
の
か
、
現
在
か
ら
み
る
と
ふ
し
ぎ
に
感
じ
ら
れ
る
が
、

書
簡
に
か
か
れ
ぬ
特
別
な
事
情
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
離
別
し

て
か
ら
足
か
け
三
十
五
年
た
ち
、
書
簡
を
作
成
し
て
い
る
い
ま
（
五
六

四
）、
閻
姫
は
八
十
歳
、
息
子
の
宇
文
護
は
五
十
二
歳
で
あ
る

（
1
）

。
書
簡
中

の
「
三
十
余
年
も
の
あ
い
だ
生
死
も
わ
か
ら
ず
、
こ
の
痛
切
な
思
い
は

た
え
が
い
も
の
で
し
た
。﹇
私
と
お
な
じ
境
遇
の
﹈
お
ま
え
の
悲
し
み
を

お
も
え
ば
、
ど
う
し
て
じ
っ
と
し
て
お
ら
れ
ま
し
ょ
う
」（
三
十
余
年
、

存
亡
断
絶
、
肝
腸
之
痛
、
不
能
自
勝
。
想
汝
悲
思
之
懐
、
復
何
可
処
）
と

い
う
こ
と
ば
は
、
け
っ
し
て
大
袈
裟
な
も
の
で
は
な
い
と
せ
ね
ば
な
ら

な
い
。

と
こ
ろ
で
『
周
書
』
晋
蕩
公
護
伝
は
、
こ
の
「
閻
姫
書
」
を
採
録
す
る

に
あ
た
っ
て
、「
、　人
、　に
、　令
、　し
、　て

閻
の
為
に
書
を
作
さ
し
め
て
護
に
報
じ
て

曰
く
」
と
叙
し
て
い
る
の
に
注
意
し
よ
う
。
つ
ま
り
こ
の
書
簡
は
、
閻

姫
そ
の
ひ
と
が
つ
づ
っ
た
も
の
で
な
く
、「
人
」（
北
斉
の
書
記
官
？
以

下
は
「
某
氏
」）
が
代
作
し
た
も
の
な
の
だ
（
標
題
も
「
閻
姫
の
為
に
子

の
宇
文
護
に
与
え
し
書
」
で
あ
る
）。
閻
姫
が
識
字
者
だ
っ
た
か
ど
う
か

は
わ
か
ら
ぬ
が
、
女
性
で
あ
り
、
し
か
も
八
十
歳
と
も
な
れ
ば
（
当
時

で
は
ま
れ
に
み
る
高
齢
だ
っ
た
ろ
う
）、
自
分
で
筆
を
と
る
の
は
む
つ
か

し
く
、
別
人
が
代
作
す
る
の
は
や
む
を
え
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

し
か
し
代
作
で
あ
る
以
上
、
こ
の
書
簡
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
信
用
し

て
よ
い
の
か
、
疑
念
が
生
じ
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
。
代
作
と
い
っ
て
も
、
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そ
の
代
作
の
し
か
た
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
実
質
的
に
は
自
作
と
お
な

じ
と
み
な
し
て
よ
い
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
ま
っ
た
く
の
で
っ
ち
あ

げ
に
す
ぎ
ぬ
ケ
ー
ス
も
あ
る
だ
ろ
う
。
で
は
こ
の
「
閻
姫
書
」
の
場
合

は
、
ど
う
や
っ
て
代
作
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
内
容
は
ど
こ

ま
で
信
用
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
疑
問
を
か
ん
が
え
る
と
き
、「
閻
姫
書
」
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
節

が
参
考
に
な
り
そ
う
だ
。
す
な
わ
ち
、
書
簡
中
で
閻
姫
は
、

　○

こ
こ
ま
で
か
た
っ
て
く
れ
ば
、
悲
し
み
が
骨
身
に
し
み
て
き
ま
す
。

（
興
言
及
此
、
悲
纏
膚
骨
）

○

こ
ん
な
悲
喜
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
は
な
し
て
い
る
と
、
死
ん
だ
の
が

い
き
か
え
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
よ
。（
言
此
悲
喜
、
死
而
更
蘇
）

○

だ
か
ら
通
常
の
手
紙
で
は
、
お
ま
え
が
﹇
偽
物
だ
と
﹈
あ
や
し
む

の
で
は
な
い
か
と
お
も
っ
て
、
便
箋
ご
と
に
款
識
を
お
し
、
ま
た

私
の
姓
名
を
し
る
し
て
お
き
ま
し
た
。（
書
依
常
体
、
慮
汝
致
惑
。

是
以
毎
存
款
質
、
兼
亦
載
吾
姓
名
）

な
ど
と
の
べ
て
い
る
。
こ
こ
の
「
こ
こ
ま
で
か
た
っ
て
く
れ
ば
」「
悲
喜

さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
は
な
し
て
い
る
と
」
な
ど
の
字
句
を
み
る
と
、
お

そ
ら
く
閻
姫
は
口
述
者
の
立
場
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
﹇
代
作

を
担
当
し
た
﹈
某
氏
が
閻
姫
の
口
述
を
き
き
と
り
、
そ
れ
を
文
章
化
し

て
い
っ
た
の
だ
と
お
も
わ
れ
る
。
た
だ
書
簡
中
に
、「
便
箋
ご
と
に
款
識

を
お
し
、
ま
た
私
の
姓
名
を
し
る
し
て
お
き
ま
し
た
」
と
も
あ
る
の
で
、

閻
姫
は
某
氏
が
き
き
と
り
、
清
書
し
た
﹇
書
簡
の
﹈
便
箋
に
、
自
分
で

署
名
ぐ
ら
い
は
し
た
の
だ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、「
閻
姫
書
」
の
文
面
を
み
る
か
ぎ
り
、
き
ち
ん
と
整
序
さ

れ
た
行
文
と
な
っ
て
お
り
、
八
十
嫗
の
か
た
り
に
あ
り
が
ち
な
、
繰
り

ご
と
ふ
う
発
言
や
矛
盾
し
た
内
容
な
ど
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
（
た
だ

「
お
ま
え
に
あ
い
た
い
」
の
こ
と
ば
は
、
各
所
で
く
り
か
え
さ
れ
て
い

る
）。
と
い
う
こ
と
は
、
口
述
を
文
章
化
し
た
も
の
と
い
っ
て
も
、
速
記

録
の
ご
と
き
も
の
で
は
な
く
、
某
氏
が
閻
姫
の
か
た
り
を
き
ち
ん
と
整

理
し
、
再
構
成
し
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
某
氏
は
、
八
十
嫗

の
か
た
り
の
筆
録
者
と
い
う
よ
り
、
整
理
者
だ
っ
た
と
し
て
よ
い
（
た

だ
し
、
某
氏
が
閻
姫
の
か
た
り
を
ど
の
程
度
ま
で
整
理
し
、
再
構
成
し

た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
）。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
れ
ば
「
閻
姫
書
」
は
、

某
氏
の
代
作
と
は
い
っ
て
も
、
い
い
か
げ
ん
な
で
っ
ち
あ
げ
で
は
な
く
、

そ
の
内
容
は
ほ
ぼ
信
用
し
て
よ
さ
そ
う
だ
。

二

宇
文
護
「
報
母
閻
姫
書
」

こ
の
「
閻
姫
書
」
を
う
け
と
っ
た
と
き
、
宇
文
護
は
得
意
の
絶
頂
に

あ
っ
た
。
彼
は
四
十
四
歳
の
と
き
宇
文
泰
の
遺
命
を
う
け
、
そ
の
息
子
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た
ち
の
後
見
人
ふ
う
立
場
に
た
っ
た
。
す
る
と
す
ぐ
、
西
魏
か
ら
禅
譲

を
う
け
て
北
周
を
創
始
し
（
五
五
七
）、
泰
の
三
男
の
宇
文
覚
を
即
位
さ

せ
た
（
孝
閔
帝
。
こ
の
と
き
十
六
歳
）。
と
こ
ろ
が
孝
閔
帝
が
護
の
専
横

を
に
く
ん
だ
た
め
、
同
年
の
う
ち
に
こ
れ
を
弑
殺
し
、
泰
の
庶
子
の
宇

文
毓
を
擁
立
し
た
の
で
あ
る
（
明
帝
）。
こ
の
明
帝
も
聡
明
だ
っ
た
た

め
、
護
は
自
分
の
傀
儡
に
な
ら
ぬ
こ
と
を
お
そ
れ
、
あ
っ
さ
り
毒
殺
し

て
し
ま
っ
た
（
五
六
〇
。
二
十
七
歳
で
崩
御
）。
そ
し
て
そ
の
年
、
十
八

歳
だ
っ
た
宇
文
邕
（
泰
の
四
男
）
を
武
帝
と
し
て
た
て
、
ひ
き
つ
づ
き

勢
威
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

北
周
宇
文
氏
系
図

　　

 
 

 
 

 
 

 
 

 

閻
姫 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

宇
文
護 

 
 

 
 

宇
文
肱 

 

宇
文
顥 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

宇
文
泰 

 
 

②
明
帝
毓 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
太
祖
） 

 

①
孝
閔
帝
覚 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

③
武
帝
邕 

そ
う
し
た
時
期
（
武
帝
の
五
年
目
）、
三
十
五
年
ぶ
り
に
母
か
ら
の
書

簡
を
手
に
し
た
宇
文
護
は
、
ど
ん
な
反
応
を
し
め
し
た
だ
ろ
う
か
。『
周

書
』
晋
蕩
公
護
伝
に
は
、「
護
は
性
至
孝
な
り
。﹇
閻
姫
か
ら
の
﹈
書
を

得
る
や
、
悲
し
み
て
自
ら
勝
へ
ず
。
左
右
は
能
く
仰
ぎ
視
る
も
の
莫
し
」

と
あ
る
。
年
少
の
天
子
二
人
を
殺
害
し
た
冷
酷
さ
と
は
一
変
し
、
顔
を

あ
げ
て
正
視
で
き
る
臣
下
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
悲
嘆
ぶ
り
だ
っ
た
よ

う
だ
。
そ
し
て
母
の
書
簡
を
一
読
す
る
や
、
宇
文
護
は
す
ぐ
返
書
「
報

母
閻
姫
書
」（
以
下
は
「
宇
文
護
書
」）
を
し
た
た
め
た
。『
周
書
』
は
そ

の
返
書
も
記
載
し
て
い
る
。
や
は
り
私
の
試
訳
を
し
め
せ
ば
、
つ
ぎ
の

よ
う
で
あ
る
。

　
天
下
が
分
裂
し
、
災
禍
に
遭
遇
す
る
や
、
私
も
母
上
の
膝
下
を

は
な
れ
て
し
ま
い
、
も
う
三
十
五
年
と
な
り
ま
し
た
。
天
地
か
ら

形
と
気
と
を
う
け
た
生
き
物
は
、
み
な
母
子
の
情
を
し
っ
て
い
ま

す
。
そ
れ
を
し
ら
ぬ
私
ご
と
き
不
孝
者
が
、
い
っ
た
い
ど
こ
に
お

り
ま
し
ょ
う
か
。
こ
の
災
禍
や
混
乱
は
、
私
に
高
位
高
祿
を
あ
た

え
て
く
れ
ま
し
た
が
、
母
上
に
不
幸
が
ふ
り
か
か
る
と
は
、
お
も
い

も
よ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
私
が
ひ
と
り
立
ち
す
る
に
あ
た
っ

て
、
だ
れ
に
も
迷
惑
を
か
け
て
お
り
ま
せ
ぬ
。
で
す
か
ら
神
霊
に

知
覚
が
あ
っ
た
な
ら
、
き
っ
と
こ
の
私
を
あ
わ
れ
ん
で
く
れ
る
こ

と
で
し
ょ
う
。

　
息
子
た
る
私
は
公
侯
と
な
っ
た
の
に
、
母
上
は
俘
虜
と
な
ら
れ

ま
し
た
。
あ
つ
い
と
き
も
、
母
上
の
暑
熱
の
く
る
し
み
を
察
せ
ず
、

さ
む
い
と
き
も
、
母
上
の
寒
冷
の
く
る
し
み
に
気
づ
き
ま
せ
ん
で
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し
た
。
ま
た
衣
服
に
つ
い
て
も
、
母
上
が
着
る
も
の
に
事
欠
い
て

い
る
か
ど
う
か
も
し
ら
ず
、
食
事
に
つ
い
て
も
、
母
上
が
た
っ
ぷ

り
た
べ
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
察
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
た
か
も

天
地
の
外
に
き
え
て
し
ま
っ
た
ご
と
き
で
、
し
る
す
べ
が
な
か
っ

た
の
で
す
。
私
は
昼
夜
ず
っ
と
号
泣
し
、
涙
に
血
が
ま
じ
り
ま
し

た
が
、
こ
の
過
酷
な
運
命
に
あ
ま
ん
じ
て
、
自
分
の
一
生
を
お
え

る
つ
も
り
で
し
た
。
死
後
に
知
覚
が
あ
る
な
ら
、
泉
下
で
母
上
に

お
会
い
し
た
い
と
念
じ
て
い
た
の
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
お
も
い
も
か
け
ず
斉
朝
が
拘
束
を
ゆ
る
め
て
、
う

れ
し
い
消
息
を
つ
た
え
て
く
れ
、
母
上
と
四
姑
が
釈
放
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
の
知
ら
せ
を
き
く
や
私
は
魂
が
と
び
は

ね
、
天
に
さ
け
び
地
を
た
た
き
、
喜
び
を
お
さ
え
ら
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。
四
姑
は
す
ぐ
丁
重
に
送
還
さ
れ
て
、
無
事
に
周
の
地
に
入
境

し
、
今
月
十
八
日
に
河
東
の
地
で
お
会
い
で
き
ま
し
た
。
と
お
く

か
ら
四
姑
の
お
顔
を
拝
見
し
た
だ
け
で
、
心
は
ド
キ
ド
キ
す
る
ば

か
り
。
多
年
お
会
い
で
き
ず
、
生
死
も
存
じ
あ
げ
ま
せ
ん
で
し
た

の
で
、
お
顔
を
拝
し
た
当
初
は
な
に
も
い
え
ず
、
た
だ
斉
朝
の
寛

大
さ
や
徳
望
ぶ
り
を
口
に
で
き
た
だ
け
で
し
た
。
四
姑
は
「
お
ま

え
の
母
と
い
っ
し
ょ
に
宮
殿
に
軟
禁
さ
れ
て
い
た
が
、
優
遇
し
て

も
ら
っ
て
い
た
。
お
ま
え
の
母
は
い
ま
鄴
に
い
て
、
待
遇
は
ず
っ

と
よ
く
な
っ
て
い
る
よ
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

　
斉
朝
は
母
上
が
手
紙
を
だ
す
こ
と
を
、
許
可
し
て
く
れ
ま
し
た
。

母
上
は
そ
の
手
紙
の
な
か
で
悲
痛
な
思
い
を
か
た
り
、
ま
た
私
の

一
家
の
こ
と
を
詳
述
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
私
は
ま
だ
じ
ゅ
う

ぶ
ん
理
解
で
き
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
心
は
断
腸
の
思
い
で
い
っ
ぱ

い
で
す
。
お
手
紙
に
か
か
れ
て
い
た
こ
と
、
私
は
ひ
と
つ
も
わ
す

れ
て
お
り
ま
せ
ぬ
。
母
上
は
お
歳
で
す
し
、
心
配
ご
と
も
お
お
い

こ
と
で
す
の
で
、
寝
食
も
あ
ま
り
ふ
る
わ
れ
ず
、
書
き
お
と
し
も
お

お
か
ろ
う
と
お
も
っ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
お
手
紙
を
拝
読
い

た
し
ま
す
と
、
事
の
次
第
が
明
瞭
に
か
か
れ
て
お
り
ま
し
て
、
私

は
心
中
、
よ
ろ
こ
ん
だ
り
、
か
な
し
ん
だ
り
し
た
次
第
で
す
。
わ

が
故
地
で
戦
い
に
や
ぶ
れ
た
と
き
、
私
は
も
う
十
歳
余
で
し
た
の

で
、
周
辺
の
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
も
、
よ
く
お
ぼ
え
て
お
り
ま
す
。

ま
し
て
や
、
一
家
が
禍
難
に
あ
い
親
族
が
は
な
れ
ば
な
れ
に
な
っ

た
こ
と
を
、
ど
う
し
て
わ
す
れ
ら
れ
ま
し
ょ
う
。
さ
ら
に
母
上
と

お
別
れ
し
た
と
き
の
こ
と
、
前
後
し
て
た
ま
わ
っ
た
お
教
え
、
そ

れ
ら
は
私
の
骨
身
に
き
ざ
ま
れ
て
い
て
、
私
の
脳
裏
か
ら
き
え
さ

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
天
下
が
な
が
く
混
乱
し
、
四
海
に
災
禍
が
み
ち
る
や
、
周
太
祖
さ

ま
は
こ
れ
に
乗
ぜ
ん
と
し
、
斉
朝
も
時
機
を
さ
ぐ
り
ま
し
た
。
そ
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し
て
両
河
（
斉
）
と
三
輔
（
周
）
の
地
で
、
と
も
に
国
を
た
て
る

機
会
に
め
ぐ
ま
れ
た
の
で
す
。
こ
う
な
っ
た
原
因
を
さ
が
し
て
も
、

お
た
が
い
無
道
を
な
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（
や
む
を
え
ぬ

こ
と
な
の
で
し
ょ
う
）。
周
の
太
祖
さ
ま
が
崩
ぜ
ら
れ
、
天
命
が
さ

だ
ま
ら
ぬ
と
き
、
私
は
た
ま
た
ま
親
族
の
長
で
し
た
の
で
、
遺
命

を
う
け
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
か
く
し
て
﹇
西
魏
か
ら
か
わ
っ

た
北
周
の
﹈
重
任
を
に
な
い
、
お
も
い
職
責
に
あ
た
り
ま
し
た
が
、

歳
時
の
慶
賀
を
お
こ
な
う
と
き
、
宇
文
氏
の
子
孫
が
一
同
に
会
し

ま
す
。
す
る
と
﹇
母
上
と
離
別
し
た
ま
ま
の
﹈
私
は
、
お
の
が
境

遇
を
ふ
り
か
え
っ
て
悲
嘆
に
く
れ
、
た
え
が
た
い
気
分
に
な
っ
た

も
の
で
す
。
ど
ん
な
顔
を
し
て
こ
の
世
に
い
き
な
が
ら
え
、
神
霊

に
恥
じ
ず
に
お
ら
れ
ま
し
ょ
う
か
。

　
と
こ
ろ
が
、
斉
朝
の
恩
寵
が
周
辺
を
う
る
お
し
、
そ
の
恵
み
は

遠
人
に
お
よ
び
ま
し
た
。
草
木
も
心
を
も
ち
、
禽
魚
も
恵
み
に
感

じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
い
わ
ん
や
、
ひ
と
た
る
私
が
、
斉
朝
の

ご
恩
に
感
動
せ
ぬ
わ
け
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
家
を
た
も
ち
国
を
お

さ
め
る
に
は
、
か
く
信
義
を
根
本
と
す
べ
き
だ
と
念
じ
て
お
り
ま

す
。
母
上
が
わ
が
周
に
お
も
ど
り
に
な
る
日
を
か
ぞ
え
ま
す
と
、

も
う
ま
も
な
く
と
な
り
ま
し
た
。
も
し
母
上
の
尊
顔
を
拝
す
る
こ

と
が
で
き
れ
ば
、
私
の
宿
願
は
達
成
さ
れ
ま
す
。
死
者
を
い
き
か

え
ら
せ
た
と
て
、
こ
の
た
び
の
ご
恩
以
上
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
山
を
も
ち
あ
げ
る
力
が
あ
っ
た
と
て
、
こ
の
恩
義
に
は
お
応

え
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。

　
周
と
斉
と
は
断
絶
し
て
お
り
、
ほ
ん
ら
い
手
紙
の
往
来
は
で
き

ま
せ
ん
。
で
す
が
周
の
天
子
さ
ま
は
、
母
子
の
仲
を
さ
か
ぬ
斉
朝

の
恩
義
に
免
じ
て
、
こ
の
﹇
母
上
へ
の
﹈
返
書
を
お
許
し
く
だ
さ
い

ま
し
た
。
今
日
の
こ
の
日
、
か
く
手
紙
を
往
復
で
き
る
よ
う
に
な

る
と
は
、
お
も
っ
て
も
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
い
ま
便
箋
を
前
に

し
て
嗚
咽
す
る
ば
か
り
で
、
気
も
ち
を
う
ま
く
表
現
で
き
ま
せ
ん
。

　
私
が
﹇
母
上
と
﹈
お
別
れ
し
た
と
き
の
錦
袍
や
外
套
、
た
し
か

に
拝
領
い
た
し
ま
し
た
。
ず
い
ぶ
ん
時
が
た
ち
ま
し
た
が
、
ま
だ

は
っ
き
り
お
ぼ
え
て
お
り
、
い
ま
そ
れ
を
だ
き
し
め
て
悲
し
み
に

く
れ
て
お
り
ま
す
。
母
上
に
お
会
い
で
き
る
日
が
く
る
ま
で
、
私

は
事
態
が
ど
う
な
ろ
う
と
お
待
ち
い
た
し
ま
す
。
い
ま
の
私
の
気

も
ち
を
、
い
っ
た
い
だ
れ
が
理
解
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
が
、
宇
文
護
が
母
に
お
く
っ
た
書
簡
（
全
部
）
で
あ
る
。
執
筆

に
あ
た
っ
て
、
多
少
は
側
近
に
助
け
（
字
句
の
添
削
な
ど
）
を
も
と
め

た
か
も
し
れ
ぬ
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
当
時
の
高
官
な
ら
だ
れ
で
も
あ
っ

た
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
文
章
は
宇
文
護
自
身
の
作
と
み
な
し
て
よ
い
。

こ
の
両
篇
の
母
子
書
簡
へ
の
文
学
的
考
察
は
あ
と
で
お
こ
な
う
こ
と
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と
し
て
、
こ
の
返
書
を
お
く
っ
た
あ
と
、
母
子
は
ど
う
な
っ
た
か
を
み

て
お
こ
う
。『
周
書
』
晋
蕩
公
護
伝
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
し
る
す
。

北
斉
は
閻
姫
を
す
ぐ
に
は
送
還
し
な
か
っ
た
。
ふ
た
た
び
閻
姫
に

宇
文
護
へ
書
簡
を
だ
さ
せ
、
ま
た
宇
文
護
に
も
再
度
書
簡
を
だ
す

よ
う
要
求
し
た
。
か
く
書
簡
の
や
り
と
り
が
再
三
に
わ
た
っ
た
が
、

そ
れ
で
も
閻
姫
は
周
側
に
帰
還
で
き
な
か
っ
た
。
北
周
の
廟
議
は
、

こ
う
し
た
や
り
か
た
は
信
頼
を
そ
こ
な
う
行
為
だ
と
し
、
役
人
に

命
じ
て
北
斉
へ
抗
議
の
文
を
か
か
せ
た
。
…
…
と
こ
ろ
が
そ
の
抗

議
の
文
を
発
送
す
る
ま
え
に
、
閻
姫
は
帰
還
し
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
北
周
は
朝
廷
を
あ
げ
て
よ
ろ
こ
び
、
天
下
に
大
赦
を
く
だ
し

た
。
宇
文
護
は
母
と
別
離
す
る
こ
と
多
年
、
ひ
と
た
び
母
と
会
す

る
や
、
贈
り
物
は
豪
勢
を
き
わ
め
た
。
四
時
や
夏
冬
の
祭
り
と
も

な
る
と
、
高
祖
（
武
帝
）
は
親
戚
を
ひ
き
い
て
、
家
族
の
一
員
と
し

て
の
儀
礼
を
お
こ
な
い
、
閻
姫
の
長
寿
を
た
た
え
て
祝
杯
を
あ
げ

た
。
こ
れ
ほ
ど
の
盛
儀
は
太
古
よ
り
な
か
っ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

こ
れ
で
わ
か
る
よ
う
に
、
宇
文
護
と
閻
姫
の
書
簡
交
換
は
、
周
斉
両

国
の
虚
々
実
々
の
駆
け
ひ
き
の
な
か
で
、
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
お
そ
ら
く
北
斉
と
し
て
は
、
宇
文
護
に
恩
を
き
せ
て
自
国
へ
の
攻

撃
を
ひ
か
え
さ
せ
よ
う
と
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
逆
に
北
周
と
し
て
は
、

一
刻
も
は
や
く
閻
姫
を
帰
国
さ
せ
て
、
お
の
が
弱
み
を
解
消
し
た
い
と

お
も
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
右
の
よ
う
な
、
二
転
三
転
の
交
渉
に

な
っ
た
わ
け
だ
。

そ
う
し
た
、
い
ろ
ん
な
思
惑
や
駆
け
ひ
き
は
あ
っ
た
も
の
の
、
う
ご

き
だ
し
た
歯
車
は
と
ま
ら
な
か
っ
た
。
け
っ
き
ょ
く
同
年
（
五
六
四
）

の
う
ち
に
閻
姫
は
帰
国
で
き
、
母
子
再
会
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
そ

の
後
、
天
の
配
剤
と
い
う
べ
き
か
、
閻
姫
に
は
あ
と
三
年
の
寿
命
が
の

こ
さ
れ
、
過
去
の
不
遇
を
う
め
あ
わ
せ
る
幸
福
な
日
々
を
す
ご
せ
た
の

だ
っ
た
（
五
六
七
年
に
逝
去
）。
北
方
の
覇
権
を
め
ぐ
る
斉
と
周
の
死
闘

は
、
こ
れ
以
前
に
も
あ
っ
た
し
、
こ
れ
以
後
も
ま
す
ま
す
激
化
し
て
ゆ

く
の
だ
が
、
こ
の
宇
文
護
母
子
の
三
十
五
年
ぶ
り
の
再
会
は
、
そ
う
し

た
な
か
で
の
一
服
の
清
涼
剤
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

三

文
章
か
ら
み
た
評
価

で
は
、
宇
文
護
母
子
の
両
書
簡
は
、
文
学
的
立
場
か
ら
み
た
ば
あ
い
、

い
か
に
評
価
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
章
で
は
、
そ
の
文
章
に
つ
い
て

か
ん
が
え
て
み
よ
う
。

こ
の
時
期
、
南
朝
で
は
美
文
、
つ
ま
り
対
偶
等
の
修
辞
を
多
用
し
た

ス
タ
イ
ル
が
盛
行
し
、
そ
れ
が
正
格
の
文
章
だ
と
さ
れ
て
い
た
。
い
っ

ぽ
う
、
北
周
（
西
魏
）
で
は
一
時
期
、
蘇
綽
（
四
九
八
〜
五
四
六
）
の
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句数 対偶句 四六句 対偶率 四六率

閻姫書 166 12 102 7 61

宇護書 132 22 116 17 88

蕭綱書 121 76 100 63 83

1

提
唱
に
よ
っ
て
、
公
文
書
に
『
尚
書
』
ふ
う
文
章
を
強
制
し
た
こ
と
が

あ
っ
た

（
2
）

。
だ
が
あ
ま
り
に
古
怪
で
非
実
用
的
だ
っ
た
の
で
、
そ
れ
ほ
ど

ひ
ろ
ま
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
後
は
、
王
褒
や
庾
信
と
い
う
美
文
の
大
家

が
、
南
朝
か
ら
や
っ
て
き
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
宇
文
護
の
こ
ろ
で
は
、
書

簡
文
の
ス
タ
イ
ル
と
し
て
は
、
や
は
り
南
朝
ふ
う
の
美
文
を
規
範
と
し

て
い
た
と
か
ん
が
え
て
よ
か
ろ
う
。

そ
う
し
た
な
か
で
か
か
れ
た
の
が
、
こ
の
母
子
の
書
簡
文
で
あ
る
。

こ
の
両
篇
の
文
章
は
、
美
文
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
美
文
か
ど
う
か

を
判
定
す
る
た
め
、
そ
の
修
辞
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
上
に
し
め
す
の

は
、
母
子
書
簡
の
対
偶
﹇
を
構
成
す
る
句
﹈
の
数
と
そ
の
率
（
全
句
中

で
対
を
な
す
句
が
し
め
る
割
合
）、
お
よ
び
四
六
句
の
数
と
そ
の
率
（
全

句
中
で
四
六
句
が
し
め
る
割
合
）
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
両
篇
と
比
較

す
る
た
め
、
同
時
期
の
南
朝
梁
で
か
か
れ
た
書
簡
文
、
蕭
綱
「
与
湘
東

王
書
」（
五
三
一
年
の
作
）
の
数
字
も
あ
げ
て
み
よ
う
。

こ
れ
を
み
る
と
、「
閻
姫
書
」
の
対
偶
率
は
7
％
、「
宇
文
護
書
」
の

対
偶
率
は
17
％
に
す
ぎ
な
い
。
同
時
期
の
南
朝
の
蕭
綱
「
与
湘
東
王
書
」

が
63
％
で
あ
る
の
に
く
ら
べ
る
と
、
対
偶
の
す
く
な
さ
は
一
目
瞭
然
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
宇
文
護
母
子
の
両
書
簡
は
美
文
と
は
い
え
ず
、﹇
す

く
な
く
と
も
対
偶
重
視
の
文
学
観
か
ら
み
る
か
ぎ
り
﹈
と
う
て
い
た
か

く
評
価
さ
れ
る
文
章
で
は
な
い
と
断
じ
て
よ
か
ろ
う
。

こ
れ
を
ふ
ま
え
て
、
母
子
書
簡
の
文
章
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
ま
ず

母
の
書
簡
「
閻
姫
書
」
を
み
て
み
る
。
つ
ぎ
に
し
め
す
の
は
、
そ
の
冒

頭
の
一
節
で
あ
る
（
訳
は
右
を
参
照
）。

天
地
隔
塞
、
子
母
異
所
。
三
十
余
年
、
存
亡
断
絶
、
肝
腸
之
痛
、

不
能
自
勝
。
想
汝
悲
思
之
懐
、
復
何
可
処
。
吾
自
念
十
九
入
汝
家
、
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今
已
八
十
矣
。
既
逢
喪
乱
、
備
嘗
艱
阻
。
恆
冀
汝
等
長
成
、
得
見

一
日
安
楽
。
何
期
罪
釁
深
重
、
存
没
分
離
。
吾
凡
生
汝
輩
三
男
三

女
、
今
日
目
下
、
不
覩
一
人
。
興
言
及
此
、
悲
纏
肌
骨
。
賴
皇
斉

恩
卹
、
差
安
衰
暮
。
又
得
汝
楊
氏
姑
及
汝
叔
母
紇
干
、
汝
嫂
劉
新

婦
等
同
居
、
頗
亦
自
適
。
但
為
微
有
耳
疾
、
大
語
方
聞
。
行
動
飲

食
、
幸
無
多
恙
。

こ
の
一
節
、
対
偶
は
皆
無
だ
が
、
四
六
句
、
な
か
で
も
四
字
句
（
傍

線
）
へ
の
整
斉
ぶ
り
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
初
句
「
天
地
隔
塞
」
か
ら
六

句
は
、
す
べ
て
四
字
句
と
な
っ
て
い
る
。
閻
姫
が
こ
れ
ほ
ど
四
言
リ
ズ

ム
で
か
た
っ
た
は
ず
は
な
い
の
で
、
某
氏
が
老
媼
の
か
た
り
を
四
字
句

に
整
頓
し
た
の
だ
ろ
う
。
六
字
句
も
ふ
く
め
た
四
六
率
は
、
一
篇
全
体

で
61
％
で
あ
る
。
南
朝
の
蕭
綱
「
与
湘
東
王
書
」
に
く
ら
べ
る
と
す
く

な
い
が
、
そ
れ
で
も
六
割
を
こ
え
て
い
る
の
だ
か
ら
、
文
華
ふ
る
わ
ぬ

北
朝
の
文
章
と
し
て
は
、
句
形
を
整
斉
し
た
ほ
う
だ
ろ
う
。
北
朝
の
名

も
な
き
書
記
官
？
だ
っ
た
某
氏
は
、
閻
姫
の
口
述
を
対
偶
に
と
と
の
え

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
ぐ
ら
い
の
句
形
整
斉
は
可
能
だ
っ

た
わ
け
だ
。

「
閻
姫
書
」
の
文
章
で
つ
ぎ
に
注
目
し
た
い
の
は
、
二
字
の
聯
語
や
助

字
な
ど
、
必
須
で
な
い
字
句
が
多
用
さ
れ
て
、
冗
漫
な
印
象
を
あ
た
え

て
い
る
こ
と
だ
。
つ
ぎ
に
し
め
す
「
閻
姫
書
」
の
一
節
は
、
全
体
に
そ

う
し
た
印
象
を
あ
た
え
る
も
の
だ
が
、
傍
線
部
分
は
と
く
に
そ
う
し
た

感
が
つ
よ
い
。

鮮
于
修
礼
起
日
、
吾
之
闔
家
大
小
、
先
在
博
陵
郡
住
。
相
将
欲
向

左
人
城
、
行
至
唐
河
之
北
、
被
定
州
官
軍
打
敗
。
汝
祖
及
二
叔
、
時

倶
戦
亡
。
汝
叔
母
賀
拔
及
兒
元
宝
、
汝
叔
母
紇
干
及
兒
菩
提
、
并

吾
与
汝
六
人
、
同
被
擒
捉
、
入
定
州
城
。
未
幾
間
、
将
吾
及
汝
送

与
元
宝
掌
。
賀
拔
紇
干
、
各
別
分
散
。
宝
掌
見
汝
云
、「
我
識
其
祖

翁
、
形
状
相
似
」。
時
宝
掌
営
在
唐
城
内
。
経
停
三
日
、
宝
掌
所
掠

得
男
夫
婦
女
、
可
六
七
十
人
、
悉
送
向
京
。
吾
時
与
汝
同
被
送
限
。

至
定
州
城
南
、
夜
宿
同
郷
人
姫
庫
根
家
。
茹
茹
奴
望
見
鮮
于
修
礼

営
火
、
語
吾
云
、「
我
今
走
向
本
軍
」。
既
至
営
、
遂
告
吾
輩
在
此
。

明
旦
日
出
、
汝
叔
将
兵
邀
截
、
吾
及
汝
等
、
還
得
向
営
。
汝
時
年

十
二
。
…
…
其
後
爾
朱
天
柱
亡
歳
、
賀
拔
阿
斗
泥
在
関
西
、
遣
人

迎
家
累
。
時
汝
叔
亦
遣
奴
来
富
迎
汝
及
盛
洛
等
。
汝
時
著
緋
綾
袍
、

銀
裝
帯
、
盛
洛
著
紫
織
成
纈
通
身
袍
、
黄
綾
裏
、
竝
乗
騾
同
去
。
盛

洛
小
於
汝
、
汝
等
三
人
竝
呼
吾
作
「
阿
摩
敦
」。

一
、
二
の
例
を
解
説
し
て
お
こ
う
。
た
と
え
ば
、
二
・
三
句
目
の
「
吾

之
闔
家
大
小
、
先
在
博
陵
郡
住
」（
わ
が
家
は
大
人
も
子
ど
も
も
、
以
前

か
ら
博
陵
郡
に
す
ん
で
い
ま
し
た
）
か
ら
し
て
、
冗
漫
な
行
文
だ
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
「
吾
之
」
だ
が
、
前
後
か
ら
閻
姫
の
家
族
の
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話
で
あ
る
こ
と
は
自
明
な
の
で
、
こ
の
二
字
は
な
く
て
も
よ
い
。
ま
た

「
闔
家
」
が
「
家
族
み
な
」
の
意
な
の
で
、「
大
小
」（
お
と
な
も
子
ど
も

も
、
の
意
）
の
語
も
不
要
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
次
句
「
先
在
博
陵
郡
住
」
も
、

く
ど
い
字
句
だ
。
博
陵
郡
に
す
ん
で
い
る
以
上
、
そ
れ
以
前
か
ら
に
き

ま
っ
て
い
る
わ
け
で
、「
先
」
字
は
不
要
だ
し
、「
在
」「
住
」
は
意
味
が

重
複
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
初
二
句
は
こ
ん
な
に
字
数
を
要
せ
ず
、

闔
家
在
博
陵
郡
。（
闔
家
博
陵
郡
に
在
り
）

の
一
句
で
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
づ
く
「
相
将
欲
向
左
人
城
、
行
至
唐
河
之
北
、
被
定
州
官
軍

打
敗
」（
お
ま
え
た
ち
を
つ
れ
て
左
人
城
の
ほ
う
へ
ゆ
こ
う
と
し
ま
し
た

が
、
唐
河
の
北
ま
で
い
く
と
、
定
州
の
官
軍
に
う
ち
ま
か
さ
れ
た
の
で

す
）
の
三
句
も
、
な
く
て
も
よ
い
字
が
お
お
い
。
こ
こ
の
「
相
将
」「
欲

向
」「
行
至
」「
打
敗
」
な
ど
の
二
字
聯
語
は
、
い
ず
れ
も
一
字
を
へ
ら

し
て
、「
将
」「
向
」「
至
」「
敗
」
で
す
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら

に
字
句
を
お
し
ん
だ
な
ら
ば
、
前
後
を
よ
め
ば
、
つ
れ
だ
っ
て
移
動
し

た
こ
と
は
明
白
な
の
で
「
相
将
」
も
不
要
だ
し
、
唐
河
の
北
で
敗
北
し

た
こ
と
は
「
行
至
」
が
な
く
て
も
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
の

三
句
は
、

向
左
人
城
、
唐
河
之
北
被
定
州
官
軍
敗
。（
左
人
城
に
向
か
う
も
、

唐
河
の
北
に
定
州
の
官
軍
の
敗
る
を
被
れ
り
）

の
二
句
で
、
意
味
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
通
じ
る
の
だ
。
以
下
も
お
な
じ
な
の

で
、
も
う
詳
述
は
さ
け
る
が
、
全
体
的
に
な
く
て
も
よ
い
字
句
が
叙
せ

ら
れ
て
い
て
、
冗
漫
な
行
文
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、「
閻
姫
書
」
の
文
章
を
み
て
き
た
が
、
そ
の
傾
向
と
し
て
、
(1)

対
偶
が
す
く
な
い
、
(2)

四
六
句
が
お
お
い
、
(3)

助
字
な
ど
よ
ぶ
ん
な

字
句
が
お
お
い
―――
の
三
つ
を
あ
げ
て
よ
か
ろ
う
。
だ
が
、
こ
う
し
た

傾
向
は
、
そ
れ
ほ
ど
め
ず
ら
し
い
も
の
で
は
な
い
。
六
朝
の
時
期
に
は
、

こ
れ
と
同
種
の
文
章
が
た
く
さ
ん
か
か
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
の
一
例

と
し
て
、
南
朝
宋
の
『
世
説
新
語
』
の
文
章
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
か
つ
て

吉
川
幸
次
郎
氏
は
、「
世
説
新
語
の
文
章
」
と
命
名
し
た
御
論
（
全
集
第

七
巻
）
の
な
か
で
、
こ
の
『
世
説
』
の
文
章
に
つ
い
て
大
要
、
つ
ぎ
の
よ

う
に
の
べ
ら
れ
た
。『
世
説
新
語
』
の
文
章
は
、
助
字
が
過
剰
な
ほ
ど
に

多
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
行
文
全
体
に
余
裕
が
お
お
く
、
調
子

が
ゆ
る
や
か
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
助
字
は
、
当
時
の
口
語
を
と

り
い
れ
た
も
の
で
あ
り
、
中
国
語
発
展
の
方
向
に
そ
っ
た
も
の
だ
っ
た
。

か
く
助
字
過
剰
に
な
っ
た
の
は
、
四
六
文
に
す
る
た
め
、
埋
草
的
に
助
字

が
利
用
さ
れ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
助
字
過
剰
と
四
六
、
と
く

に
四
字
句
過
剰
と
が
あ
い
ま
っ
て
、
古
典
に
み
え
ぬ
あ
た
ら
し
い
ス
タ

イ
ル
を
つ
く
っ
た
の
が
、『
世
説
新
語
』
の
文
章
な
の
で
あ
る
―――
と
。

こ
う
し
た
『
世
説
』
の
文
章
へ
の
解
説
は
、
そ
の
ま
ま
「
閻
姫
書
」
に
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も
あ
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
。「
閻
姫
書
」
の
文
に
二
字
の
聯
語

や
助
字
が
お
お
く
て
冗
漫
に
な
っ
た
の
は
、
当
時
の
口
語
を
と
り
い
れ

た
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
書
簡
が
も
と
も
と
閻
姫
の

か
た
り
に
由
来
す
る
こ
と
と
、
密
接
な
関
係
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

じ
っ
さ
い
、
右
の
末
尾
の
「
阿
摩
敦
」
の
語
に
い
た
っ
て
は
、
鮮
卑
族
の

こ
と
ば
を
そ
の
ま
ま
つ
か
っ
た
も
の
で
あ
り
（
か
あ
さ
ん
、
の
意
。「
宇

文
護
書
」
で
は
「
摩
敦
」
と
も
い
う
）、
口
語
ふ
う
表
現
を
さ
け
て
い
な

い
の
で
あ
る
。

た
だ
注
意
す
べ
き
な
の
は
、「
閻
姫
書
」
の
行
文
は
口
語
化
一
辺
倒
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
書
簡
冒
頭
ち
か
く
の
「
肝
腸
＋

、　之
痛
」「
不
能
＋
、　自

勝
」「
、　復

何
＋
、　可

処
」「
、　既

逢
＋
喪
乱
」
な
ど
が
好
例

だ
が
、
助
字
（
傍
点
）
を
埋
草
的
に
つ
か
っ
て
二
字
の
聯
語
（「
自
勝
」

「
復
何
」「
可
処
」
な
ど
）
に
ひ
き
の
ば
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
意

図
的
に
□
□
＋
□
□
型
の
四
字
句
に
整
斉
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。

こ
う
し
た
四
字
句
へ
の
整
斉
意
欲
は
、
美
文
ふ
う
の
志
向
だ
と
い
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
「
閻
姫
書
」
の
文
章
は
、﹇『
世
説
』
と
お
な
じ

く
﹈
口
語
化
と
美
文
化
と
い
う
両
方
向
へ
の
志
向
を
も
っ
た
行
文
な
の

で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
、
子
の
書
簡
「
宇
文
護
書
」
の
文
章
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ

ち
ら
の
ほ
う
は
「
閻
姫
書
」
に
く
ら
べ
る
と
、
き
ち
ん
と
文
語
の
範
疇

に
お
さ
ま
っ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
た
と
え
ば
、
冒
頭
を
し
め
せ
ば
、

区
宇
分
崩
、
遭
遇
災
禍
、
違
離
膝
下
、
三
十
五
年
。
受
形
稟
気
、

皆
知
母
子
、
誰
同
薩
保
、
如
此
不
孝
。
宿
殃
積
戻
、
唯
応
賜
鍾
、

豈
悟
網
羅
、
上
嬰
慈
母
。
但
立
身
立
行
、
不
負
一
物
。
明
神
有
識
、

宜
見
哀
憐
。
而⌈

子
為
公
侯
、⌈

熱
不
見
母
熱
、⌈

衣
不
知
有
無
、

⌊

母
為
俘
隸
。⌊

寒
不
見
母
寒
、⌊

食
不
知
饑
飽
。

泯
如
天
地
之
外
、
無
由
暫
聞
。
昼
夜
悲
号
、
継
之
以
血
。

分
懐
冤
酷
、
終
此
一
生
。
死
若
有
知
、
冀
奉
見
於
泉
下
爾
。

と
い
う
も
の
だ
。
句
形
は
「
閻
姫
書
」
以
上
に
四
字
句
（
傍
線
）
に
整

斉
さ
れ
、
対
偶
も
と
き
に
み
え
て
い
る
。
他
の
箇
所
で
「
摩
敦
」
の
語

こ
そ
使
用
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
「
閻
姫
書
」
に
く
ら
べ
る
と
、
口

語
ふ
う
語
彙
や
句
法
は
す
く
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
南
朝
の
美
的
文
章
の

叙
し
か
た
に
ち
か
づ
い
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
の
「
宇
文
護
書
」
の
文
章
を
全
体
的
に
み
て
み
よ
う
。
す
る
と
、
句

形
は
四
字
句
が
お
お
く
を
し
め
て
い
て
、
四
六
率
は
88
％
に
も
お
よ
ん

で
い
る
。
こ
の
数
字
は
「
閻
姫
書
」
61
％
は
も
ち
ろ
ん
、
南
朝
の
「
与

湘
東
王
書
」
83
％
よ
り
た
か
い
も
の
だ
。
し
か
も
四
字
句
の
お
お
く
は

﹇
右
で
わ
か
る
よ
う
に
﹈、
助
字
を
埋
草
的
に
使
用
し
た
も
の
で
は
な
い
。

い
わ
ば
正
統
的
な
四
字
句
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
対
偶
の
ほ
う
は
と
い
う
と
、
わ
ず
か
対
偶
率
17
％
。「
閻
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姫
書
」
よ
り
は
お
お
い
も
の
の
、
南
朝
の
美
文
と
く
ら
べ
る
と
、
量
的

に
は
も
ち
ろ
ん
、
質
的
に
も
数
段
お
と
っ
た
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
た
と
え
ば
、「
、　熱
、　不
、　見
、　母
、　熱↔

、　寒
、　不
、　見
、　母
、　寒

」（
あ
つ
い
と
き
も
、

母
上
の
暑
熱
の
く
る
し
み
を
察
せ
ず
、
さ
む
い
と
き
も
、
母
上
の
寒
冷

の
く
る
し
み
に
気
づ
き
ま
せ
ん
で
し
た
）
や
、「
衣
、　不
、　知
有
無↔

食
、　不

、　知
饑
飽
」（
衣
服
に
つ
い
て
も
、
母
上
が
着
る
も
の
に
事
欠
い
て
い
る
か

ど
う
か
も
し
ら
ず
、
食
事
に
つ
い
て
も
、
母
上
が
た
っ
ぷ
り
た
べ
ら
れ

て
い
る
か
ど
う
か
察
せ
ま
せ
ん
で
し
た
）
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
同
字
の

重
複
（
傍
点
）
が
散
見
し
て
い
て
、
修
辞
に
意
を
は
ら
っ
た
対
偶
と
は

い
い
が
た
い
。
さ
ら
に
声
律
の
不
整
備
は
も
と
よ
り
、
典
拠
を
も
っ
た

字
句
も
あ
ま
り
使
用
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
「
宇
文
護
書
」
の
文
章
は
、

「
閻
姫
書
」
に
く
ら
べ
れ
ば
南
朝
の
美
文
に
ち
か
づ
い
て
い
る
が
、
そ
れ

で
も
﹇
四
六
率
以
外
で
は
﹈
正
統
的
な
美
文
か
ら
は
距
離
が
あ
る
、
低

レ
ベ
ル
の
文
飾
ぶ
り
だ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

以
上
を
要
す
る
に
、「
閻
姫
書
」
が
『
世
説
新
語
』
な
ど
小
説
の
文
体

に
接
近
し
た
も
の
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
宇
文
護
書
」
は
、『
文
選
』
ふ
う

美
文
と
六
朝
史
書
（『
宋
書
』『
南
斉
書
』
な
ど
）
の
文
章
と
の
中
間
に

あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
す
る
と
母
子
書
簡
の
文
章
を
、
修
辞
レ
ベ
ル
の

高
下
で
判
定
す
れ
ば
、

美
文＞

宇
文
護
書＞

史
書＞

世
説
＝
閻
姫
書＞

王
羲
之
尺
牘

と
順
位
づ
け
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

四

内
容
か
ら
み
た
評
価

つ
づ
い
て
内
容
面
か
ら
み
た
場
合
、
宇
文
護
母
子
の
書
簡
は
い
か
に

評
価
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
ん
ど
は
両
書
簡
を
あ
わ
せ
て
考
察
し
て
ゆ

こ
う
。

こ
の
両
書
簡
の
内
容
上
の
特
徴
と
し
て
、
第
一
に
慈
孝
の
情
に
あ
ふ
れ

て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
閻
姫
書
」
の
主
題
は
「
慈
」、

つ
ま
り
子
を
い
つ
く
し
む
親
の
情
で
あ
る
こ
と
は
明
白
だ
し
、「
宇
文
護

書
」
の
主
題
は
「
孝
」、
つ
ま
り
親
を
し
た
う
子
の
情
で
あ
る
こ
と
も
、

ま
た
一
読
し
て
了
解
で
き
る
。
こ
の
、
親
が
子
を
い
つ
く
し
み
子
が
親

を
し
た
う
慈
孝
の
情
は
、
も
ち
ろ
ん
儒
教
で
重
視
さ
れ
た
徳
目
だ
が
、
文

学
の
方
面
で
も
お
も
ん
じ
ら
れ
る
、
普
遍
的
な
テ
ー
マ
だ
と
い
っ
て
よ

い
。
そ
の
意
味
で
宇
文
護
母
子
の
書
簡
文
は
、
い
わ
ば
人
び
と
の
泣
か

せ
ど
こ
ろ
を
つ
い
た
文
章
な
の
で
あ
る
。

こ
の
母
子
書
簡
が
当
時
い
か
に
評
さ
れ
た
か
は
、
残
念
な
が
ら
資
料

が
な
い
。
し
か
し
、
だ
い
た
い
の
見
当
は
つ
く
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ

と
同
種
の
作
に
西
晋
の
李
密
「
陳
情
事
表
」
と
い
う
文
章
が
あ
り
、
そ

れ
と
似
た
反
応
を
ひ
き
お
こ
し
た
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
か
ら
だ
。
じ
っ
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さ
い
、
近
代
の
ひ
と
銭
基
博
（
一
八
八
七
〜
一
九
五
七
）
は
、『
中
国
文

学
史
』（
上
海
古
籍
出
版
社
　
二
〇
一
一
）
で
こ
の
宇
文
護
母
子
書
簡
を

と
り
あ
げ
、
そ
の
慈
孝
ぶ
り
を
た
か
く
評
し
て
「
、　李
、　密
、　の
、　陳
、　情
、　表
、　と
、　并

、　び
、　て
千
古
に
垂
る
る
に
足
る
」
と
か
た
っ
て
い
る
（
二
三
一
頁
）。
と
い

う
こ
と
は
、「
陳
情
事
表
」
へ
の
批
評
を
し
れ
ば
、
母
子
書
簡
の
評
さ
れ

か
た
も
ほ
ぼ
推
測
で
き
て
き
そ
う
だ
。

蜀
生
ま
れ
の
李
密
、
あ
ざ
な
は
令
伯
は
、
西
晋
が
天
下
を
統
一
し
た

あ
と
、
武
帝
か
ら
出
仕
を
要
請
さ
れ
た
。
し
か
し
彼
は
そ
れ
を
こ
と
わ

り
、
出
仕
で
き
ぬ
理
由
を
こ
の
「
陳
情
事
表
」
で
縷
々
か
た
っ
た
。
い

わ
く
、
私
は
父
に
死
な
れ
母
に
再
婚
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
祖
母
の
劉
氏

に
養
育
さ
れ
た
の
だ
が
、
そ
の
祖
母
が
い
ま
死
に
瀕
し
て
い
る
。
こ
の

大
恩
あ
る
祖
母
を
最
期
ま
で
み
と
り
た
い
の
で
、
私
は
い
ま
ど
う
し
て

も
出
仕
で
き
な
い
―――
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
後
半
の
部
分
を
紹
介
し

よ
う
。但

以
劉
日
薄
西
山
、
気
息
奄
奄
、
人
命
危
浅
、
朝
不
慮
夕
。
臣
無

祖
母
、
無
以
至
今
日
、
祖
母
無
臣
、
亦
無
以
終
余
年
。
母
孫
二
人
、

更
相
為
命
、
是
以
区
区
不
敢
廃
遠
。
臣
今
年
四
十
有
四
、
祖
母
劉

今
年
九
十
有
六
、
是
臣
尽
節
於
陛
下
之
日
長
、
報
養
劉
之
日
短
也
。

烏
鳥
私
情
、
願
乞
終
養
。

私
の
劉
祖
母
の
命
が
ま
さ
に
つ
き
よ
う
と
し
、
気
息
奄
奄
と
い

う
状
況
で
す
。
ひ
と
の
命
の
は
か
な
い
こ
と
、
朝
と
て
晩
の
運

命
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
に
祖
母
が
い
な
け
れ
ば
、
今
日
の
私
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
祖
母
に
私
が
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
寿
命

を
お
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
祖
母
と
孫
の
ふ
た
り
は
、
た

が
い
に
た
す
け
あ
っ
て
き
ま
し
た
の
で
、
け
っ
し
て
祖
母
を
お

い
て
遠
地
へ
ゆ
け
ま
せ
ん
。
い
ま
、
私
は
今
年
で
四
十
四
、
祖

母
の
劉
氏
は
九
十
六
、
私
が
陛
下
に
お
仕
え
で
き
る
日
は
な
が

く
て
も
、
祖
母
に
孝
養
を
つ
く
す
日
は
み
じ
か
い
の
で
す
。
慈

烏
反
哺
の
心
を
お
汲
み
く
だ
さ
り
、
ど
う
か
私
に
祖
母
最
期
の

日
ま
で
孝
養
を
つ
く
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
の
「
陳
情
事
表
」
も
、
慈
孝
と
い
う
儒
教
道
徳
の

真
髄
に
ふ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
宇
文
護
母
子

の
書
簡
と
よ
く
似
た
も
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
「
陳
情
事
表
」
を

お
さ
め
た
『
蜀
志
』
第
十
五
の
裴
松
之
注
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
後
日
談

を
の
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
李
密
「
陳
情
事
表
」
を
一
読
し
た

西
晋
の
武
帝
は
、「
李
密
が
名
声
の
た
か
い
の
も
、
も
っ
と
も
だ
な
」
と

い
っ
た
。
そ
し
て
李
密
の
祖
母
を
お
も
う
孝
情
を
た
た
え
て
、
奴
婢
二

人
を
た
ま
い
、
さ
ら
に
郡
県
に
李
密
の
祖
母
の
面
倒
を
み
、
ま
た
飲
食

を
あ
た
え
る
よ
う
命
じ
た
―――
と
。
つ
ま
り
こ
の
種
の
作
は
、
対
偶
が

ど
う
と
か
、
四
字
句
が
ど
う
と
か
い
う
以
前
に
、﹇
天
子
も
ふ
く
め
た
﹈
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人
び
と
の
泣
か
せ
ど
こ
ろ
を
つ
い
た
と
い
う
点
で
、
有
無
を
い
わ
さ
ぬ

感
動
を
ひ
き
お
こ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

じ
っ
さ
い
、「
陳
情
事
表
」
へ
の
旧
時
の
評
言
を
列
挙
す
れ
ば
、

﹇
重
訂
文
選
集
評
引
孫
月
峯
評
﹈
全
以
質
意
勝
。
却
正
於
質
処
見

風
度
。

﹇
陳
情
表
は
﹈
全
体
に
実
直
な
孝
情
に
よ
っ
て
す
ぐ
れ
た
内
容
に

な
っ
て
い
る
。
そ
の
実
直
な
孝
情
ぶ
り
に
、
こ
の
作
の
神
髄
を

み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

﹇
重
訂
文
選
集
評
引
何
焯
評
﹈
一
味
情
真
、
字
字
滴
涙
。
初
不
着
意

為
文
、
而
精
誠
剴
切
、
遂
成
宇
宙
間
至
文
。

﹇
陳
情
表
は
﹈
ひ
た
す
ら
孝
情
が
あ
つ
い
の
で
、
一
字
一
字
よ
む
う

ち
に
涙
が
こ
ぼ
れ
る
。
本
人
は
名
文
を
か
く
気
は
な
か
っ
た
ろ

う
が
、
真
情
が
こ
も
っ
て
い
た
の
で
、
天
下
の
至
文
と
な
っ
た
。

﹇
古
文
観
止
﹈
歴
叙
情
事
、
倶
従
天
真
写
出
、
無
一
字
虚
言
駕
飾
。

晋
武
覧
表
、
嘉
其
誠
款
、
賜
奴
婢
二
人
、
使
郡
県
供
祖
母
奉
膳
。
至

性
之
言
、
自
爾
悲
惻
動
人
。

﹇
陳
情
表
は
﹈
出
仕
で
き
ぬ
事
情
を
歴
叙
し
て
い
る
が
、
率
直
に

つ
づ
っ
て
い
て
、
す
こ
し
も
誇
張
が
な
い
。
晋
の
武
帝
は
こ
の

表
を
よ
む
や
、
孝
情
を
た
た
え
て
、
奴
婢
二
人
を
た
ま
い
、
さ

ら
に
郡
県
に
李
密
の
祖
母
に
飲
食
を
あ
た
え
る
よ
う
命
じ
た
と

い
う
が
、
至
孝
か
ら
で
た
こ
と
ば
は
、
お
の
ず
か
ら
読
者
の
心

を
う
ち
感
動
さ
せ
る
も
の
だ
。

﹇
古
文
翼
﹈
情
真
語
摯
、
絶
無
粉
飾
之
迹
、
読
之
令
人
感
動
。
蓋
出

師
一
忠
心
所
注
、
陳
情
一
孝
思
所
迫
。
文
章
根
忠
孝
中
来
、
自
足

不
朽
千
古
。

﹇
陳
情
表
は
﹈
孝
情
は
せ
つ
じ
つ
で
文
章
は
真
摯
、
そ
し
て
粉

飾
し
た
迹
も
ま
っ
た
く
な
い
の
で
、
読
者
を
感
動
さ
せ
る
。
お

も
う
に
、
諸
葛
亮
「
出
師
表
」
は
忠
心
が
そ
そ
ぎ
こ
ま
れ
た
作

で
、
こ
の
陳
情
表
は
孝
情
が
な
し
た
作
だ
ろ
う
。
そ
の
文
は
忠

孝
の
情
か
ら
う
ま
れ
で
た
も
の
な
の
で
、
お
の
ず
か
ら
千
古
不

朽
の
作
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

の
よ
う
な
も
の
だ
。「
ひ
た
す
ら
孝
情
が
あ
つ
い
の
で
、
一
字
一
字
よ
む

う
ち
に
涙
が
こ
ぼ
れ
る
」「
孝
情
は
せ
つ
じ
つ
で
文
章
は
真
摯
、
そ
し
て

粉
飾
し
た
迹
も
ま
っ
た
く
な
い
の
で
、
読
者
を
感
動
さ
せ
る
」
の
ご
と

く
、
孝
情
を
た
た
え
て
い
る
の
に
注
目
し
よ
う
。
旧
時
の
中
国
人
の
考

え
か
た
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
表
は
「
忠
孝
の
情
か
ら
う
ま
れ
で
た
も
の

な
の
で
、
お
の
ず
か
ら
千
古
不
朽
の
作
と
な
っ
た
」
の
で
あ
り
、
そ
う

し
た
立
場
か
ら
み
る
と
、
修
辞
技
術
の
巧
拙
な
ど
は
問
題
外
だ
っ
た
の

だ
ろ
う

（
3
）

。

客
観
的
に
み
れ
ば
、
李
密
は
文
藻
ゆ
た
か
な
ひ
と
で
な
い
し
、「
陳
情
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事
表
」
も
修
辞
の
面
か
ら
み
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
美
的
な
文
章
と
は
い
い

に
く
い
。
そ
れ
で
も
、
文
面
に
あ
ら
わ
れ
た
「
祖
母
に
孝
を
つ
く
し
た

い
」
と
い
う
情
意
は
じ
つ
に
強
烈
で
、
そ
れ
が
武
帝
や
当
時
の
人
び
と

の
心
を
う
っ
た
の
だ
っ
た
（
梁
の
蕭
統
も
そ
の
あ
た
り
を
高
評
価
し
て
、

『
文
選
』
に
こ
の
作
を
採
録
し
た
の
だ
ろ
う
）。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
宇
文

護
母
子
の
書
簡
文
に
み
え
る
慈
孝
の
情
も
、
こ
の
「
陳
情
事
表
」
と
お

な
じ
よ
う
な
感
動
を
、
旧
時
の
読
者
に
あ
た
え
た
と
推
測
し
て
よ
い
だ

ろ
う
。

第
二
の
内
容
上
の
特
徴
と
し
て
、
右
の
慈
孝
の
情
が
、
言
外
の
ほ
の

め
か
し
や
含
蓄
な
ど
で
な
く
、
率
直
か
つ
過
剰
に
表
現
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、

(1)
﹇
閻
姫
書
﹈
天
地
に
さ
え
ぎ
ら
れ
、
私
た
ち
母
子
は
す
む
と
こ
ろ
が

別
々
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
三
十
余
年
も
生
死
が
わ
か
ら
ず
、

断
腸
の
思
い
た
る
や
、
た
え
が
い
も
の
で
し
た
。﹇
私
と
お
な
じ
境

遇
だ
っ
た
﹈
お
ま
え
の
悲
し
み
を
お
も
え
ば
、
ど
う
し
て
じ
っ
と

し
て
お
ら
れ
ま
し
ょ
う
。

(2)
﹇
同
右
﹈
た
と
え
、
お
ま
え
が
位
は
三
公
を
き
わ
め
、
海
山
よ
り
ゆ

た
か
だ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
老
母
は
八
十
歳
と
な
っ
て
も
、
千

里
の
か
な
た
で
さ
ま
よ
い
、
旦
夕
に
も
死
の
う
と
し
て
い
る
の
で

す
。
一
時
で
も
お
ま
え
の
顔
を
み
る
こ
と
が
で
き
ず
、
一
日
も
い
っ

し
ょ
に
お
れ
ず
、
さ
む
い
と
き
で
も
、
お
ま
え
の
よ
う
な
衣
服
は

な
く
、
腹
を
す
か
せ
て
も
、
食
べ
物
は
な
い
の
で
す
。

(3)
﹇
宇
文
護
書
﹈
母
上
が
わ
が
周
に
お
も
ど
り
に
な
る
日
を
か
ぞ
え
ま

す
と
、
も
う
ま
も
な
く
と
な
り
ま
し
た
。
も
し
母
上
の
尊
顔
を
拝

す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
私
の
宿
願
は
達
成
さ
れ
ま
す
。
死
者
を

い
き
か
え
ら
せ
た
と
て
、
こ
の
た
び
の
ご
恩
以
上
の
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
山
を
も
ち
あ
げ
る
力
が
あ
っ
た
と
て
、
こ
の
恩
義
に

は
お
応
え
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。

(4)
﹇
同
右
﹈
今
日
の
こ
の
日
、
か
く
手
紙
を
往
復
で
き
る
よ
う
に
な
る

と
は
、
お
も
っ
て
も
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
い
ま
便
箋
を
前
に
し

て
嗚
咽
す
る
ば
か
り
で
、
気
も
ち
を
う
ま
く
表
現
で
き
ま
せ
ん
。

な
ど
。
い
ず
れ
の
発
言
も
、
胸
中
の
思
い
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
吐
露
し
た

も
の
だ
。「
息
子
に
あ
い
た
い
」「
母
に
不
孝
を
わ
び
た
い
」
と
い
う
思

い
を
、
つ
つ
み
か
く
さ
ず
叙
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
ひ
た
む
き
な
訴
え

と
い
え
な
く
は
な
い
が
、
逆
に
一
本
調
子
だ
と
評
さ
れ
か
ね
な
い
叙
し

か
た
で
も
あ
ろ
う
。
右
に
み
た
よ
う
に
、
こ
の
書
簡
が
交
換
さ
れ
る
前

後
、
周
斉
の
あ
い
だ
で
は
政
治
的
な
駆
け
ひ
き
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
だ

が
こ
う
し
た
字
句
を
み
て
み
る
と
、
そ
う
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、
い
ざ
筆
を
と
っ
た
と
き
は
、
そ
う
し
た
思
惑
な
ど
、
両
人
の
胸
中

か
ら
ふ
っ
と
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。

– 19 –
 

doi : 10.18999/joucll.30.1



こ
う
し
た
ス
ト
レ
ー
ト
な
感
情
吐
露
の
一
因
と
し
て
、﹇
文
章
の
話
題

に
か
え
る
が
﹈
母
子
書
簡
が
典
故
を
あ
ま
り
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
を

指
摘
し
て
お
こ
う
。「
宇
文
護
書
」
は
「
一
則
以
悲
、
一
則
以
喜
」
の
と

こ
ろ
に
、『
論
語
』
里
仁
の
「
一
則
以
喜
、
一
則
以
懼
」
を
使
用
す
る
な

ど
、
ま
だ
す
こ
し
は
典
故
を
つ
か
っ
て
い
る
。
だ
が
「
閻
姫
書
」
の
ほ

う
は
、﹇
た
ぶ
ん
無
学
だ
っ
た
﹈
閻
姫
の
口
述
が
も
と
と
な
っ
た
た
め
だ

ろ
う
が
、
衒
学
的
な
典
故
は
ほ
と
ん
ど
使
用
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
母
子
書
簡
、
典
故
を
つ
か
お
う
と
す
れ
ば
、
あ
ち
こ
ち
で
使
用

で
き
た
だ
ろ
う
。「
閻
姫
書
」
を
例
に
あ
げ
れ
ば
、
右
の
(1)

と
(2)

は

と
も
に
息
子
と
離
別
し
、
た
え
が
た
い
思
い
を
し
て
い
る
と
い
う
場
面

で
あ
る
。
そ
う
し
た
場
面
に
は
、
お
な
じ
よ
う
な
境
遇
だ
っ
た
蔡
琰
の

「
悲
憤
詩
」
な
ど
が
、
典
故
と
し
て
つ
か
う
の
に
ぴ
っ
た
り
だ
。
あ
る
い

は
王
昭
君
の
故
事
な
ど
も
有
用
だ
ろ
う
。
い
っ
ぽ
う
「
宇
文
護
書
」
で

は
、
あ
ち
こ
ち
に
『
孝
経
』
の
字
句
を
は
り
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず

だ
。
さ
ら
に
、
は
や
く
母
上
に
お
会
い
し
た
い
と
か
た
っ
た
(3)

に
は
、

右
の
「
陳
情
事
表
」
中
の
字
句
が
利
用
で
き
た
ろ
う
。
ま
た
(4)

の
よ
う

な
場
面
に
は
、
諸
葛
亮
「
出
師
表
」
末
尾
の
「
臣
不
勝
受
恩
感
激
、
今

当
遠
離
、
臨
表
涕
泣
、
不
知
所
云
」（
私
は
先
帝
に
う
け
た
ご
恩
へ
の
感

激
に
た
え
ま
せ
ぬ
。
い
ま
、
と
お
く
出
陣
せ
ん
と
す
る
に
あ
た
り
、
上

奏
文
を
か
き
な
が
ら
涙
が
と
ま
ら
ず
、
も
は
や
こ
れ
以
上
な
に
も
か
け

ま
せ
ん
、
の
意
）
あ
た
り
が
、
典
故
と
し
て
ま
こ
と
に
ふ
さ
わ
し
い
。

だ
が
、
宇
文
護
や
﹇
閻
姫
の
か
た
り
を
整
理
し
た
﹈
某
氏
は
、
そ
う

し
た
典
故
を
つ
か
わ
な
か
っ
た
。
北
朝
に
も
漢
族
が
い
る
し
、
知
識
人

も
す
く
な
く
な
い
の
だ
か
ら
、
古
典
の
字
句
を
し
ら
な
か
っ
た
は
ず
は

な
い
。
そ
も
そ
も
、
書
簡
中
で
「
天
地
隔
塞
」
や
「
肝
腸
之
痛
」「
罪
釁

深
重
」「
悲
纏
肌
骨
」
な
ど
、
古
典
に
習
見
す
る
語
（
用
例
は
み
つ
か
る

が
、
特
定
の
用
例
と
つ
よ
い
関
係
を
有
し
な
い
の
で
、
典
故
と
は
み
と

め
に
く
い
語
）
を
多
用
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
典
故
を
布
置
す
る
知
識

や
技
能
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
も
ち
あ
わ
せ
て
い
た
ろ
う
。
そ
れ
で
も
宇
文
護

ら
が
典
故
を
布
置
し
な
か
っ
た
の
は
、
古
典
の
知
識
は
あ
っ
て
も
、
そ

れ
を
文
中
に
つ
か
っ
て
、
文
学
的
効
果
を
た
か
め
よ
う
と
い
う
考
え
が

と
ぼ
し
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
典
故
利
用
に
よ
る
修
辞
的
彫
琢
を
う
る
わ

し
い
文
化
的
行
為
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
文
章
の
価
値
を
た
か
め
よ
う

と
い
う
美
意
識
が
、
ま
だ
彼
ら
の
脳
裏
に
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と

―――
に
原
因
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
の
結
果
、
宇
文
護
母
子
の
書
簡
文
は
、
衒
学
的
な
厚
み
に
と
ぼ
し

い
、
ス
ト
レ
ー
ト
な
も
の
い
い
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
行
文
は
率
直
だ

と
は
評
せ
よ
う
が
、
南
朝
の
文
人
た
ち
に
は
、
味
わ
い
が
と
ぼ
し
く
て
、

う
す
っ
ぺ
ら
い
も
の
に
感
じ
ら
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
彼
ら
の
美
文
で

は
、「
私
は
つ
ら
い
」
と
か
く
よ
り
、
典
故
を
ま
じ
え
て
「
私
は
…
…
の
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よ
う
に
つ
ら
い
」
と
つ
づ
る
ほ
う
が
、
よ
り
文
学
的
で
、
よ
り
高
雅
な
表

現
だ
っ
た
か
ら
だ
。
し
か
し
閻
姫
や
宇
文
護
ら
に
と
っ
て
は
、
そ
ん
な

美
文
ふ
う
修
辞
技
巧
な
ど
、
ど
う
で
も
よ
か
っ
た
。
彼
ら
は
文
学
的
名

声
を
も
と
め
て
、
こ
の
書
簡
を
か
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ら
だ
。
だ

か
ら
、
彼
ら
は
つ
ら
い
と
お
も
っ
た
ら
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
「
つ
ら
い
」
と

か
く
。
そ
ち
ら
の
ほ
う
が
、﹇
文
学
的
に
味
気
な
く
は
あ
っ
て
も
﹈
彼
ら

に
は
自
然
な
叙
し
か
た
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

五

健
全
な
儒
教
精
神

さ
て
、
こ
こ
ま
で
宇
文
護
母
子
の
書
簡
文
二
篇
を
み
て
き
た
。
ま
と

め
て
み
る
と
、
文
章
の
方
面
で
は
、
口
語
ふ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
う
え

（
閻
姫
書
）、
対
偶
や
典
故
を
あ
ま
り
つ
か
っ
て
い
な
い
の
で
、
美
的
な
印

象
は
と
ぼ
し
く
な
っ
て
い
た
。
い
っ
ぽ
う
内
容
の
ほ
う
は
、
慈
孝
の
情

が
じ
つ
に
率
直
に
表
出
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
ひ
た
む
き
な
訴
え
で

は
あ
る
が
、
い
っ
ぽ
う
一
本
調
子
だ
と
も
評
さ
れ
か
ね
な
い
も
の
だ
っ

た
―――
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

だ
が
、
そ
う
し
た
両
書
簡
が
有
す
る
ひ
た
む
き
さ
（
＝
一
本
調
子
さ
）

は
、
表
現
の
率
直
さ
を
指
摘
し
た
だ
け
で
は
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
で
は
な
さ

そ
う
だ
。
そ
の
基
底
に
、
慈
孝
を
重
視
す
る
考
え
か
た
、
つ
ま
り
つ
よ

い
儒
教
精
神
が
存
す
る
こ
と
も
、
あ
わ
せ
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
中

国
で
は
、
親
が
子
を
い
つ
く
し
み
子
が
親
を
し
た
う
情
を
、
人
倫
の
根

幹
を
な
す
も
の
と
し
て
、
と
く
に
重
視
す
る
。
道
教
の
隠
逸
や
仏
教
の

悟
り
も
、
六
朝
の
知
識
人
に
お
い
て
は
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

し
か
し
儒
の
教
え
に
も
と
づ
く
慈
孝
の
情
は
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
根
源

に
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
な
に
よ
り
優
先
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

北
朝
の
母
子
書
簡
は
、
そ
の
慈
孝
の
情
を
い
ち
ず
に
う
っ
た
え
て
い
る
。

そ
れ
が
両
篇
の
訴
え
を
力
づ
よ
い
も
の
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
南
朝
で
は
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
南
朝
で
は
、
こ
の
種

の
儒
教
的
徳
目
は
﹇
文
学
の
題
材
と
し
て
は
﹈
や
ぼ
っ
た
い
も
の
と
し

て
敬
遠
さ
れ
、
山
水
の
美
や
艶
情
の
ほ
う
が
こ
の
ま
し
い
と
さ
れ
て
い

た
。
そ
の
意
味
で
、
南
朝
ふ
う
文
学
観
か
ら
み
れ
ば
、
こ
の
母
子
書
簡

の
内
容
は
、
特
異
な
も
の
と
う
つ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
そ
う

し
た
見
か
た
が
ゆ
き
つ
く
と
こ
ろ
、
北
朝
が
文
化
的
な
後
進
国
家
だ
っ

た
か
ら
、
そ
ん
な
作
品
や
文
風
が
は
や
っ
て
い
る
の
だ
、
と
み
な
し
が

ち
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、

北
朝
文
学
＝
慈
孝
の
情
＝
後
進
的

南
朝
文
学
＝
山
水
の
美
や
艶
情
＝
先
進
的

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
見
か
た
は
、
宇
文
護
よ
り
す
こ
し
ま

え
、
蘇
綽
た
ち
が
伝
統
回
帰
を
意
図
し
て
、
古
風
な
文
体
改
革
（
こ
れ
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も
、
南
朝
文
人
に
は
や
ぼ
っ
た
く
う
つ
っ
た
ろ
う
）
を
め
ざ
し
た
こ
と

も
、
後
押
し
し
た
に
ち
が
い
な
い
。

し
か
し
こ
う
し
た
見
か
た
に
は
、
私
は
疑
問
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

「
北
朝
文
学
＝
後
進
的
」
の
見
解
は
、
南
朝
ふ
う
文
学
観
に
も
と
づ
い
た

も
の
で
あ
っ
て
、
現
在
の
我
わ
れ
は
、
も
っ
と
べ
つ
の
評
価
を
し
て
も

よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
か
ん
が
え
る
か
ら
で
あ
る
。
私
は
、
北
朝
の

文
風
、
な
か
で
も
宇
文
護
母
子
の
書
簡
は
、「
後
進
的
」
で
は
な
く
、「
健

全
」
と
い
う
こ
と
ば
で
評
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
お
も
う
。
そ
う
し
た

北
朝
文
風
の
健
全
さ
を
し
め
す
か
っ
こ
う
の
事
例
と
し
て
、
北
周
の
明

帝
「
大
漸
詔
」
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

こ
の
詔
を
発
布
し
た
明
帝
は
、
宇
文
護
母
子
の
書
簡
文
が
か
か
れ
る

四
年
前
（
五
六
〇
）、
宇
文
護
﹇
の
指
示
﹈
に
よ
っ
て
食
物
に
毒
を
も
ら

れ
、
わ
か
く
し
て
謀
殺
さ
れ
た
（
前
述
）。
死
を
覚
悟
し
た
明
帝
は
崩
御

に
の
ぞ
む
や
、
い
わ
ば
遺
言
と
い
う
べ
き
こ
と
ば
を
口
述
し
、
そ
れ
を

か
き
と
ら
せ
た
。
そ
う
し
て
発
布
さ
れ
た
の
が
、
こ
の
「
大
漸
詔
」
で

あ
る
。『
周
書
』
巻
四
帝
紀
は
、「
夏
四
月
、
帝
は
食
に
因
り
て
毒
に
遇

う
。
庚
子
に
﹇
病
勢
は
﹈
大
い
に
漸
む
。
詔
し
て
曰
く
」
と
い
う
ま
え

が
き
を
附
し
た
う
え
で
、
明
帝
の
詔
の
全
文
を
引
用
し
て
い
る
。
い
ま
、

そ
の
詔
の
概
要
を
紹
介
す
れ
ば
、

人
生
天
地
之
間
、
稟
五
常
之
気
。
天
地
有
窮
已
、
五
常
有
推
移
、
人

安
得
長
在
。
是
以
生
而
有
死
者
、
物
理
之
必
然
。
処
必
然
之
理
、

修
短
之
間
、
何
足
多
恨
。
朕
雖
不
徳
、
性
好
典
墳
、
披
覧
聖
賢
余

論
、
未
嘗
不
以
此
自
曉
。
今
乃
命
也
、
夫
復
何
言
。
諸
公
及
在
朝

卿
大
夫
士
、
軍
中
大
小
督
将
軍
等
、
並
立
勳
效
、
積
有
年
載
、
輔
翼

太
祖
、
成
我
周
家
。
今
朕
纘
承
大
業
、
処
万
乗
之
上
、
此
乃
上
不
負

太
祖
、
下
不
負
朕
躬
。
朕
得
啓
手
啓
足
、
従
先
帝
於
地
下
、
実
無

恨
於
心
矣
。
所
可
恨
者
、
朕
享
大
位
、
可
謂
四
年
矣
。
不
能
使
政

化
循
理
、
黎
庶
豊
足
、
九
州
未
一
、
二
方
猶
梗
。
顧
此
懐
恨
、
目

用
不
瞑
。
唯
冀
仁
兄
冢
宰
、
洎
朕
先
正
先
父
、
公
卿
大
臣
等
、
協

和
為
心
、
勉
力
相
勧
、
勿
忘
太
祖
遺
志
。
提
挈
後
人
、
朕
雖
沒
九

泉
、
形
体
不
朽
。
今
大
位
処
曠
、
社
稷
無
主
。
朕
児
幼
稚
、
未
堪

当
国
。
魯
国
公
邕
、
朕
之
介
弟
、
寬
仁
大
度
、
海
内
共
聞
、
能
弘

我
周
家
、
必
此
子
也
。
夫
人
貴
有
始
終
、
公
等
事
太
祖
、
輔
朕
躬
、

可
謂
有
始
矣
。
若
克
念
世
道
艱
難
、
輔
邕
以
主
天
下
者
、
可
謂
有

終
矣
。
哀
死
事
生
、
人
臣
大
節
、
公
等
思
念
此
言
、
令
万
代
称
歎
。

朕
稟
生
倹
素
、
非
能
力
行
菲
薄
、
毎
寝
寢
大
布
之
被
、
服
大
帛
之

衣
、
凡
是
器
用
、
皆
無
雕
刻
。
身
終
之
日
、
豈
容
違
棄
此
好
。
…
…

　
時
事
殷
猥
、
病
困
心
乱
、
止
能
及
此
。
如
其
事
有
不
尽
、
准
此

以
類
為
断
。
死
而
近
思
、
古
人
有
之
。
朕
今
忍
死
、
書
此
懐
抱
。

﹇
要
約
﹈
天
地
や
五
常
に
も
変
遷
が
あ
れ
ば
、
人
び
と
に
死
が
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お
と
ず
れ
る
の
も
理
の
必
然
で
あ
る
。
さ
れ
ば
死
に
の
ぞ
ん
だ

と
て
、
ど
う
し
て
無
念
な
こ
と
が
あ
ろ
う
。

朕
は
不
徳
で
は
あ
る
が
、
聖
賢
の
書
を
よ
む
の
が
す
き
で
、
太

祖
（
宇
文
泰
）
さ
ま
に
恥
じ
ぬ
よ
う
、
せ
い
ぜ
い
勉
励
に
つ
と

め
て
き
た
。
た
だ
即
位
し
て
四
年
た
っ
た
い
ま
で
も
、
朕
の
政

治
が
理
に
か
な
わ
な
か
っ
た
の
で
、
民
衆
の
生
活
が
ゆ
た
か
に

な
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
天
下
も
統
一
す
る
こ
と
が
で
き
て
お
ら

な
い
。
こ
れ
が
残
念
で
安
心
し
て
瞑
目
で
き
ぬ
が
、
あ
と
は
仁

兄
（
宇
文
護
）
や
廷
臣
た
ち
が
協
力
し
て
太
祖
さ
ま
の
遺
志
を

実
現
し
て
ほ
し
い
。﹇
朕
の
死
ん
だ
あ
と
﹈
帝
位
が
空
白
に
な
る

が
、
朕
の
子
は
ま
だ
幼
少
じ
ゃ
。
た
だ
、
弟
の
宇
文
邕
は
寛
仁

で
器
量
の
お
お
き
い
人
が
ら
で
あ
る
。
わ
が
周
朝
を
発
展
さ
せ

る
の
は
、
き
っ
と
こ
の
弟
だ
ろ
う
。
つ
い
て
は
弟
の
宇
文
邕
を

た
す
け
て
、
周
王
室
を
も
り
た
て
て
ほ
し
い
。
朕
は
こ
れ
ま
で

質
素
に
し
倹
約
に
つ
と
め
て
き
た
。
死
ぬ
と
き
も
、
そ
の
と
お

り
に
し
た
い
と
お
も
う
。
つ
い
て
は
、
葬
儀
一
式
は
質
素
を
旨

と
し
、
け
っ
し
て
贅
沢
な
も
の
を
つ
か
わ
ぬ
よ
う
に
。

処
世
の
俗
事
は
じ
つ
に
お
お
い
が
、
病
勢
あ
ら
た
ま
り
精
神

も
み
だ
れ
て
き
た
の
で
、
朕
の
口
述
も
こ
こ
ま
で
だ
。
死
後
に

不
測
の
事
態
が
生
じ
れ
ば
、
以
上
か
ら
類
推
し
て
処
置
せ
よ
。
死

に
瀕
し
て
身
近
な
こ
と
を
反
省
す
る
こ
と
は
、
古
人
に
も
あ
っ

た
こ
と
だ
。
朕
も
せ
い
ぜ
い
努
力
し
て
、
最
期
の
思
い
を
か
き

と
っ
て
も
ら
っ
た
の
じ
ゃ
。

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
引
用
し
た
あ
と
、『
周
書
』
は
「
其
の
詔

は
即
ち
帝
の
口
授
な
り
。
辛
丑
、
延
壽
殿
に
崩
ず
。
時
に
年
二
十
七
、
諡

し
て
明
皇
帝
と
曰
い
、
廟
は
世
宗
と
称
す
。
五
月
辛
未
、
昭
陵
に
葬
れ

り
」
と
、
明
帝
の
崩
御
を
つ
た
え
て
い
る
。

い
か
が
だ
ろ
う
か
。
こ
の
明
帝
の
詔
、
天
子
と
し
て
の
自
覚
や
責
任

感
が
よ
く
う
か
が
わ
れ
、
ま
さ
に
「
健
全
」
と
い
う
印
象
を
あ
た
え
る
も

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
文
章
も
、
死
に
瀕
し
て
の
口
述
で
あ
り
な
が

ら
、
じ
つ
に
明
快
に
し
て
清
新
で
あ
る
。
こ
の
詔
で
明
帝
は
、「
生
ま
れ

て
死
有
る
者
は
、
物
の
理
の
必
然
な
り
」「
今
や
乃
ち
命
な
り
、
夫
れ
復

た
何
か
言
わ
ん
」
と
の
べ
、
達
観
し
た
死
生
観
を
か
た
っ
て
い
る
（
こ

の
と
き
の
明
帝
が
、
こ
の
事
態
は
宇
文
護
の
し
わ
ざ
だ
と
気
づ
い
て
い

た
か
ど
う
か
は
、
わ
か
ら
な
い
）。
つ
い
で
「
九
州
は
未
だ
一
な
ら
ず
、

二
方
猶
お
梗
が
れ
り
」
と
、
天
下
が
ま
だ
統
一
せ
ざ
る
こ
と
に
ふ
れ
な

が
ら
、
自
分
の
死
後
も
協
力
し
て
太
祖
（
宇
文
泰
）
の
遺
志
を
は
た
す

よ
う
、
廷
臣
に
指
示
す
る
の
だ
。
さ
ら
に
次
代
の
天
子
を
自
分
の
息
子

で
な
く
、
弟
の
宇
文
邕
に
せ
よ
と
命
じ
、
ま
た
質
素
な
葬
儀
に
す
る
よ

う
い
い
お
く
な
ど
、
お
の
が
死
後
に
混
乱
が
お
こ
ら
ぬ
よ
う
、
し
っ
か
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り
遺
命
す
る
こ
と
も
わ
す
れ
な
い
。

私
が
と
く
に
感
心
し
た
の
は
、「
政
治
を
理
に
か
な
わ
す
こ
と
が
で

き
ず
、
ま
た
民
衆
の
生
活
を
ゆ
た
か
に
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
」

云
々
（
原
文
「
不
能
使
政
化
循
理
、
黎
庶
豊
足
」）
の
発
言
で
あ
る
。
こ

の
、
お
の
が
経
世
ぶ
り
を
反
省
す
る
こ
と
ば
は
、
天
下
万
民
の
生
活
に

責
任
を
も
つ
天
子
に
、
い
か
に
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
だ
。
く
わ
え
て
明

帝
は
、「
性
と
し
て
典
墳
を
好
み
、
聖
賢
の
余
論
を
披
覧
」
し
て
い
た
と

い
う
。
た
し
か
に
、
文
中
で
「
手
を
啓
き
足
を
啓
く
を
得
た
り
」
と
つ

づ
っ
て
、
曾
子
臨
終
時
の
典
故
（『
論
語
』
泰
伯
）
を
つ
か
っ
た
り
し
て

お
り
、
明
帝
が
ひ
ご
ろ
か
ら
経
書
に
し
た
し
ん
で
い
た
こ
と
を
う
か
が

わ
せ
る
。
こ
う
し
た
発
言
、
こ
う
し
た
表
現
は
、
彼
が
強
固
な
儒
教
精

神
の
持
ち
主
だ
っ
た
こ
と
を
し
め
し
て
お
り
、
そ
れ
が
結
果
と
し
て
、
明

帝
の
詔
に
「
健
全
」
な
印
象
を
あ
た
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。「
史
臣
曰
」

は
こ
の
明
帝
に
つ
い
て
、

礼
貌
功
臣
、
敦
睦
九
族
、
率
由
恭
倹
、
崇
尚
文
儒
、
亹
亹
焉
其
有

君
人
之
徳
者
矣
。

功
臣
を
礼
遇
し
、
九
族
を
な
か
よ
く
さ
せ
、
み
ず
か
ら
節
倹
を

実
行
し
、
知
識
人
を
尊
敬
し
た
。
う
ま
ず
た
ゆ
ま
ず
に
努
力
を

か
さ
ね
、
人
び
と
の
君
主
た
り
う
る
徳
望
を
有
し
て
い
た
。

と
評
す
る
が
、
ま
こ
と
に
し
か
り
と
な
す
べ
き
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
、
南
朝
の
天
子
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
右
の
明
帝
と
ほ
ぼ

同
時
期
に
世
を
さ
っ
た
、
梁
の
簡
文
帝
と
元
帝
の
最
期
を
み
て
み
よ
う
。

梁
の
太
宝
二
年
（
五
五
一
）、
蕭
綱
こ
と
簡
文
帝
は
、
侯
景
に
よ
っ
て
退

位
さ
せ
ら
れ
た
う
え
、
一
室
に
幽
閉
さ
れ
、
い
よ
い
よ
死
を
覚
悟
し
た
。

そ
の
幽
閉
さ
れ
た
部
屋
に
は
紙
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
彼
は
部
屋
の
壁

に
、
お
の
が
最
期
の
思
い
を
か
き
つ
け
た
と
い
う
。
そ
の
序
と
さ
れ
る

の
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
文
章
で
あ
る
（『
南
史
』
梁
本
紀
下
）。

﹇
幽
縶
題
壁
自
序
﹈
有
梁
正
士
蘭
陵
蕭
世
纘
、
立
身
行
道
、
終
始
如

一
。
風
雨
如
晦
、
雞
鳴
不
已
。
弗
欺
暗
室
、
豈
況
三
光
。
数
至
於

此
、
命
也
如
何
。

梁
の
謹
直
な
人
物
、
蘭
陵
の
蕭
世
纘
（
世
纘
は
蕭
綱
の
あ
ざ
な
）

は
修
養
に
つ
と
め
道
徳
を
実
践
し
、
そ
の
姿
勢
は
不
動
だ
っ
た
。

そ
れ
は
風
雨
は
げ
し
き
暗
や
み
の
な
か
で
も
、
朝
に
鶏
鳴
が
な
き

だ
し
て
や
ま
ぬ
ご
と
き
で
あ
っ
た
。
ま
た
暗
室
に
い
て
も
こ
っ

そ
り
悪
事
を
な
さ
ず
、
日
中
で
は
い
う
ま
で
も
な
か
っ
た
。
そ

れ
で
も
運
命
は
か
く
の
ご
と
き
に
い
た
っ
た
。
も
は
や
ど
う
し

よ
う
も
な
い
。

い
っ
ぽ
う
、
蕭
繹
こ
と
元
帝
（
簡
文
帝
の
異
母
弟
）
は
、
そ
の
侯
景
を

討
滅
し
て
江
陵
の
地
で
帝
位
に
つ
い
た
。
だ
が
皇
族
内
の
内
訌
も
あ
っ

て
、
西
魏
の
大
軍
の
侵
攻
を
ゆ
る
し
て
し
ま
い
、
つ
い
に
江
陵
は
陥
落

– 24 –
 

doi : 10.18999/joucll.30.1



し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
元
帝
は
宮
中
の
東
閤
竹
殿
に
は

い
り
、
古
今
の
図
書
十
四
万
巻
に
火
を
は
な
っ
て
、
み
ず
か
ら
そ
の
火

中
に
身
を
投
じ
よ
う
と
し
た
。
左
右
に
と
ど
め
ら
れ
る
や
、
こ
ん
ど
は

宝
剣
を
柱
に
き
り
つ
け
て
﹇
故
意
に
﹈
折
り
、「
文
武
の
道
、
今
夜
尽
き

た
り
」
と
嘆
じ
た
。
後
日
、
な
ぜ
書
物
を
も
や
し
た
の
か
と
と
わ
れ
る

や
、
彼
は
「
書
物
を
万
巻
よ
ん
で
き
た
が
、
そ
れ
で
も
今
日
の
ご
と
き

亡
国
に
い
た
っ
た
。
だ
か
ら
﹇
失
意
の
あ
ま
り
﹈
も
や
し
た
の
だ
」
と

こ
た
え
た
と
い
う
（『
資
治
通
鑑
』
巻
一
六
五
）。

こ
の
両
帝
の
死
に
瀕
し
て
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
い
か
に
も
好
文
の
兄
弟

ら
し
い
話
で
あ
り
、
悲
劇
的
な
死
に
か
た
（
最
期
は
、
と
も
に
殺
害
さ

れ
た
）
と
あ
い
ま
っ
て
、
そ
れ
な
り
に
後
世
の
者
の
心
を
う
つ
も
の
が

あ
る
。
じ
っ
さ
い
、
簡
文
帝
の
最
期
に
対
し
、

　○
﹇﹇
幽
縶
題
壁
自
序
﹈
に
対
し
て
﹈
こ
の
文
面
に
は
慎
独
の
君
子
の
面

目
を
死
の
瞬
間
ま
で
持
続
さ
せ
よ
う
と
す
る
高
邁
な
精
神
の
気
魄

が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。（
林
田
慎
之
助
『
中
国
中
世
文
学
評
論
史
』

三
七
〇
頁
）

○
﹇﹇
幽
縶
題
壁
自
序
﹈
に
対
し
て
﹈
死
を
眼
前
に
し
て
い
さ
さ
か
も
動

揺
せ
ず
、
毅
然
と
し
て
人
生
の
結
末
を
迎
え
る
簡
文
帝
に
は
、
た

と
え
善
意
と
気
の
弱
さ
に
よ
る
失
敗
の
か
ず
か
ず
が
あ
っ
た
と
し

て
も
、
正
道
を
ま
っ
し
ぐ
ら
に
歩
ん
で
来
た
悔
い
な
き
わ
が
人
生

へ
の
誇
り
が
、
こ
こ
に
は
う
か
が
え
る
よ
う
に
思
う
。（
田
中
謙
二

『
中
国
文
明
選
　
資
治
通
鑑
』
二
三
五
頁
）

○
﹇
壁
に
つ
づ
っ
た
詩
句
に
対
し
て
﹈
蕭
綱
が
そ
の
最
期
を
待
つ
ば
か

り
の
二
箇
月
ほ
ど
に
、
は
じ
め
て
人
生
に
切
り
む
す
ぶ
文
字
を
書

き
つ
ら
ね
、
そ
し
て
そ
の
表
現
が
他
の
人
た
ち
の
現
実
の
生
に
切

り
こ
ん
で
い
っ
た
こ
と
を
は
っ
き
り
と
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
大
上
正
美
『
阮
籍
・
嵆
康
の
文
学
』
四
五
〇
頁
）

な
ど
と
、
好
意
的
に
み
な
す
研
究
者
も
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
簡
文
帝
の
最
期
、
ひ
と
り
の
文
人
と
し
て
な
ら
と
も
か

く
、
一
国
の
経
世
に
責
任
を
も
つ
天
子
と
し
て
、
そ
れ
ほ
ど
称
賛
さ
れ

る
べ
き
も
の
だ
ろ
う
か
。
私
が
お
も
っ
た
の
は
、
こ
の
と
き
の
彼
の
脳

裏
に
は
、
北
周
の
明
帝
の
よ
う
な
天
下
万
民
へ
の
気
づ
か
い
は
、
ま
っ

た
く
な
か
っ
た
ろ
う
と
い
う
こ
と
だ

（
4
）

。
簡
文
帝
は
お
の
れ
を
「
身
を
立

て
道
を
行
う
こ
と
、
終
始
一
の
如
」
き
「
正
し
き
士
」
だ
っ
た
と
す
る
。

だ
が
、
か
り
に
そ
う
だ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
お
の
れ
一
己
の
人
格

修
養
に
と
ど
ま
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
簡
文
帝
は
孤
高
の
求
道
者
で
な

く
、
一
国
の
経
世
に
責
任
を
も
つ
天
子
な
の
だ
。
天
下
万
民
に
対
す
る

気
づ
か
い
は
、
彼
の
脳
裏
の
ど
こ
に
存
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

お
な
じ
く
元
帝
も
、
図
書
に
火
を
は
な
ち
宝
剣
を
折
っ
た
と
い
う
が
、

こ
れ
も
意
地
わ
る
く
い
え
ば
、
亡
国
を
図
書
や
宝
剣
の
せ
い
に
し
て
い
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る
だ
け
で
は
な
い
か
。
胡
三
省
が
「
帝
の
国
を
亡
う
や
、
固
よ
り
読
書

に
由
ら
ざ
る
な
り
」
と
注
す
る
よ
う
に
、
彼
の
亡
国
は
読
書
が
原
因
だ
っ

た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
の
み
に
か
ま
け
て
（
元
帝
は
西
魏
の
大
軍
が
せ

ま
っ
て
も
、
陣
中
で
『
老
子
』
を
講
論
し
て
い
た
と
い
う
）、
天
下
万
民

の
こ
と
を
わ
す
れ
さ
っ
て
い
た
こ
と
が
、
梁
の
亡
国
を
ま
ね
い
た
の
だ
。

以
上
を
要
す
る
に
簡
文
帝
・
元
帝
兄
弟
の
最
期
に
は
、
ひ
と
り
よ
が
り

の
独
善
が
め
だ
ち
、
北
周
明
帝
の
ご
と
き
、
天
子
ふ
う
「
健
全
」
さ
は

と
ぼ
し
い
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

六

母
子
書
簡
の
価
値

さ
て
こ
こ
ま
で
き
て
、
よ
う
や
く
宇
文
護
母
子
の
書
簡
文
の
ほ
う
に

か
え
れ
そ
う
だ
。
こ
の
母
子
の
両
書
簡
は
、
内
容
面
か
ら
み
る
と
、
一
篇

が
慈
孝
の
情
で
ぬ
り
つ
ぶ
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
よ
く
い
え
ば
ひ
た

む
き
な
訴
え
と
い
え
よ
う
が
、
わ
る
く
い
え
ば
一
本
調
子
と
称
さ
れ
か

ね
な
い
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
南
朝
美
文
の
ご
と
き
気
ど
り
や
て

ら
い
も
な
く
、
無
骨
に
、
そ
し
て
い
ち
ず
に
「
息
子
に
あ
い
た
い
」「
母

に
不
孝
を
わ
び
た
い
」
と
う
っ
た
え
る
行
文
は
、
よ
む
者
に
あ
る
種
の

感
動
を
あ
た
え
る
と
い
っ
て
よ
い
。
お
も
う
に
、
そ
の
無
骨
さ
や
い
ち

ず
さ
は
、
李
密
「
陳
情
事
表
」
の
「
一
字
一
字
よ
む
う
ち
に
涙
が
こ
ぼ

れ
る
」
真
摯
な
感
情
や
、
明
帝
「
大
漸
詔
」
が
有
し
て
い
た
経
世
や
万

民
へ
の
責
任
感
と
も
、
通
じ
あ
う
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ

れ
は
、
こ
れ
ら
の
作
に
は
共
通
し
て
、「
健
全
」
な
儒
教
精
神
が
よ
こ
た

わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
母
子
書
簡
が
有
す
る
ひ
た
む
き
な
訴
え
か
け
は
、
伝

統
的
な
儒
家
詩
学
で
い
う
「
言
志
」
に
該
当
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と

お
も
う
。
こ
こ
の
「
志
」
と
は
、
心
中
せ
つ
じ
つ
に
お
も
う
こ
と
（
＝
息

子
に
あ
い
た
い
・
母
に
不
孝
を
わ
び
た
い
）
の
意
で
あ
る
。
つ
ま
り
宇

文
護
母
子
の
書
簡
文
は
、
儒
教
的
な
「
志
」
を
有
す
る
言
志
の
文
学
で

あ
り
、
そ
う
し
た
と
こ
ろ
が
、
風
雲
月
露
を
追
求
す
る
南
朝
の
文
学
と

は
、
明
白
に
こ
と
な
っ
て
い
る
の
だ

（
5
）

。
こ
う
し
た
言
志
の
文
学
は
、
伝

統
的
な
儒
家
詩
学
で
は
文
学
の
本
流
を
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意

味
で
こ
の
母
子
書
簡
は
、
ま
さ
に
志
を
有
し
た
「
健
全
」
な
文
学
だ
と

し
て
、
た
か
く
評
価
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
っ
た
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
じ
っ
さ
い
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
私
の
し
る
か
ぎ
り
、

こ
の
両
篇
が
旧
時
の
著
名
な
文
学
選
集
の
類
に
、
採
録
さ
れ
た
こ
と
は

な
か
っ
た
し
、
ま
た
著
名
な
批
評
家
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
も
ほ
と
ん
ど

な
か
っ
た
。
い
や
、
む
し
ろ
無
視
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い

（
6
）

。

な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
か
か
れ
た
場
所
と
時
期
と
が
わ
る
か
っ
た
か
ら

だ
ろ
う
。
こ
の
両
篇
は
漢
民
族
が
た
て
た
南
方
で
な
く
、
強
暴
な
夷
狄
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が
支
配
し
た
北
地
で
、
し
か
も
風
雲
月
露
の
文
学
が
さ
か
え
た
六
朝
の

時
期
に
か
か
れ
て
い
る
（
さ
ら
に
、
健
全
な
儒
教
精
神
こ
そ
有
し
て
い

る
も
の
の
、
口
語
が
ま
じ
る
な
ど
、
文
語
と
し
て
の
洗
練
度
も
お
と
っ

て
い
た
）。
そ
の
た
め
、
六
朝
は
も
ち
ろ
ん
唐
宋
以
後
の
時
期
に
お
い
て

も
、
文
雅
と
ぼ
し
き
北
辺
の
胡
族
の
作
だ
と
し
て
、
た
か
い
評
価
を
う

け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

近
代
に
な
っ
て
も
、
事
情
は
似
た
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
文
学
史
の

教
科
書
が
こ
の
両
篇
に
言
及
す
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
近

代
の
古
典
文
学
研
究
は
、
中
原
を
支
配
し
た
漢
民
族
の
作
品
を
中
心
と

し
て
き
た
の
で
、
胡
族
の
手
に
な
る
文
章
な
ど
注
目
す
る
必
要
は
な
い

と
、
軽
視
さ
れ
て
し
ま
い
が
ち
だ
っ
た
の
だ
ろ
う

（
7
）

。
こ
れ
を
要
す
る
に
、

「
息
子
（
母
）
に
あ
い
た
い
」
と
う
っ
た
え
た
だ
け
の
、
北
方
胡
族
に
よ

る
二
流
の
書
簡
作
品
―――
こ
れ
が
旧
時
か
ら
近
代
に
い
た
る
ま
で
の
評

価
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
現
代
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
の
視
点
か
ら
み
た
と

き
、
こ
の
母
子
書
簡
は
べ
つ
の
意
義
や
価
値
を
有
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。
修
辞
的
に
お
と
っ
て
い
て
も
、
内
容
が
一
本
調
子
で
あ
っ
て
も
、

か
ま
わ
な
い
。
風
雲
月
露
を
叙
し
た
だ
け
の
退
屈
な
詩
文
で
な
く
、
も
っ

と
つ
よ
い
「
志
」
を
も
っ
た
文
学
を
よ
ん
で
み
た
い
―――
そ
う
お
も
う

読
者
は
、
す
く
な
く
な
い
は
ず
だ
。
そ
う
し
た
現
代
の
読
者
か
ら
み
れ

ば
、
こ
の
両
篇
は
、
自
分
た
ち
の
琴
線
に
ふ
れ
心
を
ゆ
さ
ぶ
っ
て
く
る
、

魅
力
的
な
作
に
う
つ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
、
そ
の
無
骨
に
し
て

い
ち
ず
な
訴
え
は
、﹇
南
朝
文
学
ふ
う
の
﹈
含
蓄
や
洗
練
の
美
は
な
く
て

も
、
よ
む
者
の
心
に
鮮
烈
に
ひ
び
く
力
を
有
し
て
い
る
。
く
わ
し
い
解

説
を
つ
け
、
手
に
と
り
や
す
い
装
幀
で
刊
行
す
れ
ば
、
こ
の
母
子
書
簡

は
現
代
の
読
者
の
心
を
が
っ
し
り
と
ら
え
、
予
想
の
ほ
か
、
よ
ま
れ
て

ゆ
く
の
で
は
あ
る
ま
い
か

（
8
）

。
胡
族
だ
か
ら
ど
う
と
か
、
儒
教
の
教
え
だ

か
ら
ど
う
と
か
、
そ
う
し
た
先
入
観
を
と
っ
ぱ
ら
っ
て
虚
心
に
よ
ん
で

み
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
率
直
な
訴
え
を
有
し
た
文
学
は
、
そ
う
そ
う
な
い

だ
ろ
う
と
、
私
は
お
も
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
中
国
古
典
文
学
の
宝
と
い
う
べ
き
作
は
、
ま
だ
ま
だ

文
学
史
の
片
隅
に
う
も
れ
て
い
る
は
ず
だ
。
そ
の
発
掘
は
、
曇
り
の
な

い
眼
を
も
っ
た
、
こ
れ
か
ら
の
わ
か
い
研
究
者
に
か
か
っ
て
い
る
。
う

も
れ
た
宝
を
ど
し
ど
し
発
掘
し
、
中
国
古
典
文
学
の
魅
力
を
た
か
め
て

く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
こ
の
稿
を
お
わ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

注

(

1)

閻
姫
の
年
譜
は
、
書
簡
文
「
閻
姫
書
」
の
内
容
に
即
し
て
つ
く
っ
た
も
の

で
あ
る
。
だ
が
、
書
簡
が
八
十
嫗
の
か
た
り
で
あ
る
以
上
、
事
実
関
係
に

記
憶
ち
が
い
や
勘
ち
が
い
が
あ
る
の
は
と
う
ぜ
ん
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
書
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簡
中
に
「
お
ま
え
が
十
二
歳
の
と
き
で
し
た
」
と
あ
る
の
は
、
史
実
に
て

ら
す
と
十
三
歳
と
す
べ
き
だ
ろ
う
（『
周
書
』
校
勘
記
）。
そ
こ
で
訳
文
や

年
譜
で
は
、
他
の
資
料
に
よ
っ
て
、
適
宜
お
ぎ
な
っ
た
り
修
正
し
た
り
し

て
い
る
の
で
、
ご
注
意
い
た
だ
き
た
い
。

(

2)

蘇
綽
ら
の
文
体
改
革
に
つ
い
て
は
、
吉
川
幸
次
郎
「
北
周
の
大
誥
に
つ
い

て
」（
全
集
第
七
巻
）
を
参
照
。

(

3)

銭
基
博
『
中
国
文
学
史
』
に
お
け
る
宇
文
護
母
子
書
簡
へ
の
評
言
は
、
本

文
に
あ
げ
た
旧
時
の
「
陳
情
事
表
」
批
評
の
こ
と
ば
を
利
用
し
た
も
の
だ
。

た
と
え
ば
、
同
書
中
で
「
宇
文
護
書
」
を
評
し
た
一
節
は
、

一
味
情
真
、
字
字
滴
涙
、
而
精
神
剴
惻
、
為
北
朝
第
一
篇
文
字
、
足

与
李
密
陳
情
表
并
垂
千
古
。
然
李
表
全
以
質
意
勝
、
却
正
于
質
処
具

風
度
、
宇
文
亦
以
質
意
勝
、
則
転
于
質
処
遒
変
。

の
ご
と
き
で
あ
る
（
二
三
一
頁
）。
こ
れ
ら
の
文
章
は
、
本
文
に
あ
げ
た

何
焯
の
「
一
味
情
真
、
字
字
滴
涙
。
初
不
着
意
為
文
、
而
精
誠
剴
切
、
遂

成
宇
宙
間
至
文
」
や
、
孫
月
峯
評
の
「
全
以
質
意
勝
。
却
正
於
質
処
見
風

度
。
雖
云
是
天
真
写
出
、
然
不
可
謂
無
搆
法
。
若
率
爾
為
之
、
恐
便
無
此

境
」、『
古
文
翼
』
の
「
情
真
語
摯
、
絶
無
粉
飾
之
迹
、
読
之
令
人
感
動
。
蓋

出
師
一
忠
心
所
注
、
陳
情
一
孝
思
所
迫
。
文
章
根
忠
孝
中
来
、
自
足
不
朽

千
古
」（
と
も
に
「
陳
情
事
表
」
へ
の
評
言
）
な
ど
の
字
句
を
つ
づ
り
あ
わ

せ
た
も
の
だ
。
つ
ま
り
銭
氏
は
旧
時
の
「
陳
情
事
表
」
へ
の
評
語
を
、「
宇

文
護
書
」
へ
の
批
評
に
﹇
利
用
を
明
示
せ
ず
﹈
転
用
し
て
い
る
の
で
あ
る

（
旧
時
の
文
学
批
評
で
は
、
こ
の
種
の
転
用
は
め
ず
ら
し
く
な
い
）。
こ
う

し
た
叙
し
か
た
は
、
現
代
の
感
覚
か
ら
み
れ
ば
こ
の
ま
し
い
も
の
で
は
な

い
が
、
そ
う
し
た
こ
と
が
可
能
な
の
も
、
両
篇
の
相
似
ぶ
り
を
暗
示
す
る

も
の
だ
ろ
う
。

(

4)

幽
閉
さ
れ
た
蕭
綱
が
最
期
に
つ
く
っ
た
と
さ
れ
る
詩
や
連
珠
が
、『
広
弘
明

集
』
巻
三
十
に
採
録
さ
れ
て
残
存
し
て
い
る
。
こ
れ
を
よ
ん
で
も
、
蕭
綱

が
天
下
万
民
を
気
づ
か
っ
た
こ
と
ば
は
、
い
っ
さ
い
み
え
な
い
。

(

5)

宇
文
護
母
子
の
書
簡
文
は
、
唐
初
に
編
纂
さ
れ
た
令
狐
徳
棻
『
周
書
』
に
採

録
さ
れ
て
、
現
代
に
ま
で
つ
た
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
両
篇
が
有

す
る
慈
孝
の
情
や
健
全
な
儒
教
精
神
が
、
当
時
の
人
び
と
の
琴
線
に
ふ
れ

た
こ
と
も
一
因
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
宇
文
護
母
子
の
離
別
と
再
会
は
、
周

斉
の
対
立
と
駆
け
ひ
き
と
を
叙
す
る
の
に
好
都
合
な
話
柄
だ
が
、
こ
の
両

篇
も
、
李
密
「
陳
情
事
表
」
に
似
て
儒
教
ふ
う
理
念
に
合
致
し
て
お
り
、
か

つ
感
動
的
な
内
容
を
も
っ
て
い
る
―
―
こ
う
お
も
っ
て
令
狐
徳
棻
は
、
こ

の
母
子
書
簡
を
採
録
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

(

6)

た
だ
し
、
例
外
的
に
清
の
方
濬
師
『
蕉
軒
随
録
　
続
録
』
は
、「
閻
姫
書
」

に
対
し
て
「
古
今
有
数
文
字
」
と
い
う
高
評
価
を
く
だ
し
て
い
る
と
い
う

（
未
見
。
趙
樹
功
『
中
国
尺
牘
文
学
史
』
一
六
四
頁
に
よ
る
）。

(

7)

Ｃ
Ｎ
Ｋ
Ｉ
で
検
索
し
た
と
こ
ろ
、
宇
文
護
母
子
書
簡
を
標
題
に
か
か
げ
た

専
論
は
み
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
（
も
ち
ろ
ん
日
本
に
も
な
し
）。
私
が
し
り

え
た
母
子
書
簡
へ
の
言
及
と
し
て
は
、
注(

3)

で
あ
げ
た
銭
基
博
『
中
国

文
学
史
』
以
外
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
著
書
に
『
管
錐
編
』
一

五
一
三
頁
、『
中
国
尺
牘
文
学
史
』
一
六
二
〜
一
六
四
頁
、
譚
家
健
『
六
朝

文
章
新
論
』
三
九
五
〜
三
九
七
頁
、
加
藤
国
安
『
越
境
す
る
庾
信
』
七
四
四

〜
七
四
六
頁
、
論
文
に
張
暁
静
「
北
周
宇
文
氏
散
文
研
究
」（「
延
安
職
業

技
術
学
院
学
報
」
二
〇
一
〇
―
三
）、
徐
中
原
「
従
師
古
到
雕
章
―
西
魏
北

周
散
文
論
述
」（「
中
国
古
代
文
学
研
究
」
二
〇
一
二
―
二
）、
劉
涛
「
論
北

周
鮮
卑
皇
族
的
文
学
創
作
」（「
中
国
文
学
研
究
」
二
〇
一
五
―
一
）
な
ど
。

(

8)

近
時
の
﹇
中
国
の
﹈
書
簡
名
作
集
の
類
に
は
、
こ
の
母
子
書
簡
を
採
録
し
、

翻
訳
や
解
説
を
つ
け
た
も
の
も
あ
る
。『
中
国
古
代
書
信
名
作
評
賞
』（
山

東
人
民
出
版
社
）、『
尺
牘
精
華
』（
巴
蜀
書
社
）、『
古
代
家
書
精
華
』（
甘

粛
教
育
出
版
社
）
な
ど
。
こ
う
し
た
名
作
集
の
出
現
は
、
こ
れ
ま
で
文
学

史
的
に
不
遇
だ
っ
た
母
子
書
簡
に
、
よ
う
や
く
日
の
光
が
あ
た
り
は
じ
め

た
も
の
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
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