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原
初
的
「
古
詩
」
の
性
格 

 

―
『
楚
辞
』
九
歌
と
の
関
わ
り
を
手
が
か
り
と
し
て
― 

柳
川 

順
子 

  

五
言
詩
と
い
う
文
学
ジ
ャ
ン
ル
は
、
漢
代
に
芽
生
え
、
魏
の
建
安
文
壇
に
至
っ
て
一
挙
に
開
花
し
た
。

建
安
詩
人
た
ち
が
、
漢
代
の
五
言
詩
か
ら
多
く
を
摂
取
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
だ
。
そ
れ
で
は
、

漢
代
の
五
言
詩
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
素
性
を
持
つ
も
の
な
の
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ

と
は
、
建
安
文
壇
の
性
格
、
及
び
そ
の
文
学
史
的
位
置
を
解
明
す
る
こ
と
へ
と
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。
そ
う

し
た
見
通
し
の
上
に
立
っ
て
、
本
稿
で
は
特
に
、
五
言
詩
の
祖
た
る
「
古
詩
」
に
的
を
絞
り
、
そ
の
中
で

も
最
古
層
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
作
品
の
基
本
的
性
格
を
究
明
し
た
い

（

1
）

。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
の
一

つ
の
方
法
と
し
て
、「
古
詩
」
か
ら
『
楚
辞
』
九
歌
、
更
に
そ
の
句
型
を
踏
襲
し
た
漢
代
の
九
歌
型
歌
謡
に

向
け
て
補
助
線
を
引
い
て
み
た
い
と
思
う
。
と
い
う
の
は
、
九
歌
、
及
び
同
句
型
の
漢
代
歌
謡
は
、
五
言

詩
と
い
う
文
学
ジ
ャ
ン
ル
の
外
に
あ
り
な
が
ら
、
原
初
的
「
古
詩
」
の
成
立
と
浅
か
ら
ぬ
関
係
性
を
持
つ

作
品
群
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
は
た
し
て
両
者
の
間
に
有
意
な
影
響
関
係
は
あ
っ
た

の
か
。
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
の
交
渉
だ
っ
た
の
か
。
こ
う
し
た
疑
問
を
解

き
明
か
し
な
が
ら
、
原
初
的
「
古
詩
」
の
性
格
に
つ
い
て
、
一
つ
の
試
論
を
提
示
し
た
い
と
思
う
。 
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「
古
詩
」
の
始
原
的
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
そ
の
原
初
的
な
作
品
を
提
示
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。「
古
詩
」
と
呼
ば
れ
る
作
品
は
、
い
わ
ゆ
る
「
古
詩
十
九
首
」（
『
文
選
』
巻
二
十
九
）

を
始
め
と
し
て
、
梁
の
鍾
嶸
の
『
詩
品
』（
上
品
、
古
詩
）
に
よ
る
と
、
六
朝
末
の
段
階
で
五
十
九
首
が
伝

わ
っ
て
い
た
ら
し
い
が
、
そ
の
中
か
ら
よ
り
原
初
的
な
作
品
群
を
抽
出
す
る
こ
と
は
可
能
だ
と
私
は
考
え

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で

（

2
）

、
そ
の
具
体
的
な
論
拠
を
改
め
て
提
示
す

る
こ
と
は
し
な
い
が
、
結
論
の
み
示
す
な
ら
ば
、「
古
詩
」
諸
篇
の
中
で
も
最
も
古
い
部
類
に
属
す
る
の
は
、

「
蘭
若
生
春
陽
」
（
『
玉
台
新
詠
』
巻
一
、
枚
乗
「
雑
詩
九
首
」
其
六

（

3
）

）
、
「
青
青
河
畔
草
」
（
「
古
詩
十

九
首
」
其
二
）
、「
迢
迢
牽
牛
星
」（
同
其
十
）
、「
明
月
何
皎
皎
」（
同
其
十
九
）
、「
渉
江
采
芙
蓉
」（
同
其
六
）
、

「
庭
中
有
奇
樹
」（
同
其
九
）
の
六
首
で
、
そ
の
成
立
は
前
漢
時
代
と
推
定
し
得
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら

が
全
て
同
じ
程
度
に
古
い
と
は
限
ら
な
い
が
、「
古
詩
」
数
十
首
の
中
で
も
相
対
的
に
古
い
別
格
扱
い
の
一

群
、
拙
稿
で
仮
称
し
て
き
た
と
こ
ろ
の
第
一
古
詩
群
に
こ
れ
ら
は
属
し
、
そ
の
第
一
古
詩
群
の
中
で
も
比

較
的
古
い
詩
が
こ
の
六
首
で
あ
る
こ
と
も
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。 

 

さ
て
、
こ
の
う
ち
、「
青
青
河
畔
草
」
と
「
迢
迢
牽
牛
星
」
、「
渉
江
采
芙
蓉
」
と
「
庭
中
有
奇
樹
」
の
二

組
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
極
め
て
似
通
っ
た
詩
句
を
共
有
し
て
お
り
、
そ
の
対
を
為
す
詩
ど
う
し
が
強
い
関
係

性
を
持
っ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
が
、
こ
の
二
組
の
う
ち
の
後
者
こ
そ
が
、『
楚
辞
』
九
歌

か
ら
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
て
い
る
「
古
詩
」
で
あ
る
。
今
、
そ
の
二
首
の
全
文
を
示
し
て
お
こ
う
。
ま

ず
は
「
渉
江
采
芙
蓉
」
か
ら
。 



 2 

 
 

渉
江
采
芙
蓉 

 

川
を
渉
っ
て
、
ハ
ス
の
花
を
摘
み
、 

 
 

蘭
澤
多
芳
草 

 

な
が
め
れ
ば
、
蘭
の
沢
に
は
香
り
草
が
た
く
さ
ん
生
い
茂
っ
て
い
る
。 

 
 

采
之
欲
遺
誰 

 

こ
れ
ら
の
草
や
花
を
摘
ん
で
、
誰
に
送
り
届
け
よ
う
と
す
る
か
と
い
え
ば
、 

 
 

所
思
在
遠
道 

 

思
い
を
寄
せ
る
あ
の
人
は
、
は
る
か
に
遠
い
道
を
旅
し
て
い
る
の
だ
。 

 
 

還
顧
望
舊
鄕 

 

あ
の
人
は
き
っ
と
、
振
り
返
っ
て
故
郷
を
眺
め
や
る
け
れ
ど
、 

 
 

長
路
漫
浩
浩 

 
長
く
延
び
る
道
は
、
果
て
し
な
く
は
る
ば
る
と
続
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。 

 
 

同
心
而
離
居 

 
心
を
寄
せ
合
う
二
人
の
思
い
は
同
じ
な
の
に
、
遠
く
離
れ
て
暮
ら
し
て
い
て
、 

 
 

憂
傷
以
終
老 

 

こ
う
し
て
私
は
、
憂
い
や
嘆
き
に
う
ち
し
お
れ
な
が
ら
年
老
い
て
ゆ
く
の
だ
ろ
う
。 

次
に
、
「
庭
中
有
奇
樹
」
で
あ
る
。 

 
 

庭
中
有
奇
樹 

 

庭
の
中
ほ
ど
に
、
世
に
も
す
ば
ら
し
い
樹
木
が
植
わ
っ
て
い
て
、 

 
 

綠
葉
發
華
滋 

 

そ
の
綠
な
す
葉
の
間
に
は
、
色
鮮
や
か
な
花
々
が
豊
か
に
群
が
り
咲
い
て
い
る
。 

 
 

攀
條
折
其
榮 

 

枝
を
引
き
寄
せ
て
、
そ
の
花
を
折
り
取
っ
て
、 

 
 

將
以
遺
所
思 

 

い
ざ
、
思
い
を
寄
せ
る
あ
の
人
に
送
り
届
け
よ
う
。
け
れ
ど
、 

 
 

馨
香
盈
懐
袖 

 

折
り
取
っ
た
花
の
香
り
は
、
懐
や
袖
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
と
い
う
の
に
、 

 
 

路
遠
莫
致
之 

 

あ
ま
り
に
も
道
が
遠
く
て
、
こ
れ
を
あ
の
人
の
手
元
に
届
け
る
す
べ
が
な
い
。 

 
 

此
物
何
足
貢 

 

こ
の
よ
う
な
花
は
、
な
に
も
わ
ざ
わ
ざ
献
上
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
も
な
い
の
だ
が
、 

 
 

但
感
別
經
時 

 

た
だ
、
別
れ
て
か
ら
経
た
歳
月
の
長
さ
に
心
を
揺
り
動
か
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
。 

 

こ
の
二
首
を
並
べ
て
ま
ず
気
づ
く
の
は
、
詩
の
発
想
が
お
互
い
に
よ
く
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
双

方
と
も
、
美
し
く
芳
し
い
植
物
を
折
り
取
っ
て
、
そ
れ
を
遠
く
に
い
る
慕
わ
し
い
人
に
送
り
届
け
た
い
と

い
う
切
望
を
詠
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
の
詩
想
の
根
幹
を
支
え
て
い
る
詩
句
が
、

両
者
と
も
に
『
楚
辞
』
九
歌
に
由
来
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
渉
江
采
芙
蓉
」
詩
の
三
・

四
句
目
「
采
之
欲
遺
誰
、
所
思
在
遠
道
」
、
「
庭
中
有
奇
樹
」
詩
の
三
・
四
句
目
「
攀
条
折
其
栄
、
将
以
遺

所
思
」
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
近
似
す
る
措
辞
は
い
ず
れ
も
『
文
選
』
李
善
注
に
指
摘
す
る
と

お
り
、
次
に
示
す
『
楚
辞
』
九
歌
「
山
鬼
」
に
出
自
を
持
つ
表
現
で
あ
る
。 

 
 

若
有
人
兮
山
之
阿 

 

山
の
隈
に
、
誰
か
人
の
い
る
よ
う
な
気
配
が
す
る
。 

 
 

被
薜
茘
兮
帶
女
蘿 

 

薜
茘
の
着
物
を
纏
い
、
女
蘿
の
帯
を
締
め
、 

 
 

旣
含
睇
兮
又
宜
笑 

 

流
し
目
を
含
み
、
ま
た
口
元
に
は
笑
み
を
浮
か
べ
て
、 

 
 

子
慕
予
兮
善
窈
窕 

 

あ
な
た
は
私
の
良
き
振
る
舞
い
や
見
目
麗
し
さ
に
心
を
寄
せ
て
い
る
よ
う
だ
。 

 
 

乘
赤
豹
兮
從
文
狸 

 

赤
い
豹
に
乗
り
、
斑
紋
の
あ
る
山
猫
を
従
え
て
、 

 
 

辛
夷
車
兮
結
桂
旗 
 

辛
夷
の
車
に
桂
の
旗
を
結
び
、 

 
 

被
石
蘭
兮
帶
杜
衡 

 

石
蘭
を
羽
織
り
、
杜
衡
を
帯
と
し
て
、 

 
 

折
芳
馨
兮
遺
所
思 

 

馥
郁
た
る
香
草
を
折
り
取
っ
て
、
思
い
を
寄
せ
る
あ
の
人
に
送
り
届
け
よ
う
。 

 
 

余
處
幽
篁
兮
終
不
見
天 

 

私
は
奥
ま
っ
た
薄
暗
い
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
て
、
そ
れ
は
終
日
空
も
見

え
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
で
、 

 
 

路
險
難
兮
獨
後
來 

 

こ
こ
に
出
て
く
る
ま
で
の
道
は
険
し
く
、
そ
れ
で
一
人
だ
け
諸
神
に
遅
れ
て

や
っ
て
き
た
の
だ
。 
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…
…
（
以
下
省
略
）
…
… 

こ
こ
に
い
う
「
折
芳
馨
兮
遺
所
思
」
が
、
先
に
見
た
「
古
詩
」
二
首
の
来
源
で
あ
る
こ
と
は
誰
の
眼
に

も
明
ら
か
だ
ろ
う
。
ま
た
、「
渉
江
采
芙
蓉
」
詩
の
七
句
目
に
見
え
る
「
離
居
」
と
い
う
詩
語
は
、
老
い
へ

の
嘆
き
を
詠
ず
る
そ
の
八
句
目
の
内
容
を
も
含
め
て
、
こ
れ
も
ま
た
李
善
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
次
に
挙

げ
る
『
楚
辞
』
九
歌
「
大
司
命
」
の
詩
句
を
踏
ま
え
て
い
る
。 

 
 

折
疏
麻
兮
瑶
華 

 

神
麻
の
玉
な
す
花
を
折
り
取
り
、 

 
 

將
以
遺
兮
離
居 

 
い
ざ
、
こ
れ
を
も
っ
て
離
れ
て
住
ま
う
あ
の
人
に
送
り
届
け
よ
う
。 

 
 

老
冉
冉
兮
旣
極 

 

老
い
は
だ
ん
だ
ん
と
近
づ
い
て
、
も
う
す
ぐ
そ
こ
に
迫
っ
て
い
る
の
に
、 

 
 

不
濅
近
兮
愈
疏 

 

あ
な
た
は
少
し
ず
つ
近
づ
い
て
く
れ
る
こ
と
も
な
く
、
い
よ
い
よ
遠
ざ
か
っ
て

ゆ
く
ば
か
り
。 

こ
こ
に
見
え
る
「
将
以
遺
兮
離
居
」
と
い
う
措
辞
は
、
「
庭
中
有
奇
樹
」
詩
に
い
う
「
將
以
遺
所
思
」

に
も
そ
の
一
部
が
ぴ
っ
た
り
と
重
な
っ
て
お
り
、「
渉
江
采
芙
蓉
」
詩
の
み
な
ら
ず
、
こ
ち
ら
の
詩
も
ま
た

「
大
司
命
」
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
と
見
て
間
違
い
な
い
。
こ
の
他
に
も
、
「
湘
君
」
に
い
う
、 

 
 

采
芳
洲
兮
杜
若 

 

香
草
の
茂
る
中
州
で
杜
若
を
摘
み
取
り
、 

 
 

將
以
遺
兮
下
女 

 

い
ざ
、
そ
れ
を
貴
君
の
侍
女
に
送
り
届
け
よ
う
。 

ま
た
、
「
湘
夫
人
」
に
い
う
、 

 
 

搴
汀
洲
兮
杜
若 

 

渚
で
杜
若
を
手
折
り
、 

 
 

將
以
遺
兮
遠
者 

 

い
ざ
、
遠
く
に
い
る
あ
の
方
に
送
り
届
け
よ
う
。 

と
い
っ
た
類
辞
句
が
『
楚
辞
』
九
歌
の
中
か
ら
拾
い
出
せ
る
が
、
そ
の
「
…
…
を
手
折
っ
て
、
…
…
に
送

り
届
け
よ
う
」
と
い
う
措
辞
と
い
い
、
送
り
届
け
よ
う
と
す
る
も
の
が
香
草
で
あ
る
こ
と
と
い
い
、
こ
れ

ら
も
ま
た
上
述
の
「
大
司
命
」「
山
鬼
」
と
と
も
に
、
か
の
二
首
の
詩
想
の
淵
源
と
な
っ
た
も
の
と
見
て
よ

い
だ
ろ
う
。 

 

そ
れ
で
は
、
か
の
両
詩
が
基
づ
い
た
の
は
『
楚
辞
』
九
歌
だ
け
な
の
か
。
周
知
の
と
お
り
、
前
漢
王
朝

文
化
は
広
く
楚
風
の
色
彩
に
塗
り
こ
め
ら
れ
て
い
た
。
も
し
か
し
た
ら
『
楚
辞
』
の
他
の
諸
篇
に
も
類
似

表
現
が
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
。
と
こ
ろ
が
、
香
草
こ
そ
随
所
に
現
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
を
折
り
取
っ

て
慕
わ
し
い
人
に
贈
り
た
い
と
い
う
発
想
と
な
る
と
、
意
外
な
こ
と
に
そ
れ
は
九
歌
の
中
に
し
か
見
出
せ

な
い
。
ま
た
、『
楚
辞
』
と
並
ん
で
漢
王
朝
で
も
重
ん
ぜ
ら
れ
た
『
詩
経
』
の
中
に
は
、
た
と
え
ば
鄭
風
「
溱

洧
」
に
い
う
、 

 
 

維
士
與
女 

 

そ
こ
で
若
者
と
娘
は
、 

 
 

伊
其
相
謔 

 

あ
れ
や
こ
れ
や
と
ふ
ざ
け
合
い
、 

 
 

贈
之
以
勺
藥 
 

互
い
に
勺
薬
（
香
草
）
を
贈
り
あ
う
。 

の
よ
う
に
近
似
す
る
発
想
が
認
め
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
内
容
的
な
次
元
で

の
類
似
性
で
あ
っ
て
、
表
現
面
で
の
明
瞭
な
影
響
関
係
が
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た

習
俗
は
漢
代
に
お
い
て
も
な
お
一
般
庶
民
の
間
で
生
き
て
い
た
だ
ろ
う
し
、
ま
た
、『
詩
経
』
と
い
う
古
典

的
作
品
を
通
じ
て
、
そ
う
し
た
民
間
風
俗
が
広
く
知
識
人
た
ち
の
間
で
も
認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か

だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、「
溱
洧
」
の
辞
句
を
見
る
限
り
、
そ
れ
が
か
の
二
首
の
「
古
詩
」
の
成
立
に
直
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接
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
は
判
断
で
き
な
い
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
植
物
を
手
折
り
、
そ
れ
を
慕
わ
し

い
人
に
贈
り
た
い
と
詠
ず
る
「
古
詩
」
の
発
想
は
、『
楚
辞
』
九
歌
と
い
う
具
体
的
な
作
品
と
の
関
係
性
の

上
に
こ
そ
生
ま
れ
た
も
の
だ
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。 

 

他
方
、
か
の
両
詩
の
外
に
目
を
転
ず
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
他
の
「
古
詩
」
に
も
『
楚
辞
』
か
ら
の
影
響
が

認
め
ら
れ
る
詩
句
は
点
在
し
て
い
て
、
そ
こ
に
織
り
込
ま
れ
た
『
楚
辞
』
の
辞
句
は
、
必
ず
し
も
九
歌
の

み
に
は
限
ら
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
は
修
辞
的
な
レ
ベ
ル
、
語
句
単
位
で
の
典
故
表
現
で
あ
る
に
過
ぎ
ず
、

本
節
で
考
察
し
て
き
た
二
首
が
、
そ
の
詩
全
体
の
発
想
を
大
き
く
『
楚
辞
』
九
歌
に
依
拠
し
て
い
る
の
と

は
本
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
拙
稿
に
仮
称
し
て
き
た
第
一
古
詩
群
の
う
ち
、
最
も
新
し
い

部
類
に
属
す
る
「
青
青
陵
上
柏
」
詩
（
「
古
詩
十
九
首
」
其
三
）
の
末
尾
に
見
え
る
次
の
フ
レ
ー
ズ
、 

 
 

極
宴
娯
心
意 

 

心
ゆ
く
ま
で
宴
を
楽
し
ん
で
、
そ
の
心
持
ち
を
愉
悦
へ
と
解
き
放
と
う
。 

 
 

戚
戚
何
所
迫 

 

く
よ
く
よ
と
思
い
悩
ん
で
、
何
に
追
い
立
て
ら
れ
て
い
る
の
か
。 

こ
の
最
後
の
句
は
、
『
楚
辞
』
九
章
「
悲
回
風
」
に
い
う
、 

 
 

愁
鬱
鬱
之
無
快
兮 

 

鬱
鬱
と
愁
い
悩
ん
で
、
喜
ば
し
い
気
持
ち
に
な
る
こ
と
は
な
く
、 

 
 

居
戚
戚
而
不
可
解 

 

く
よ
く
よ
と
し
た
気
分
の
中
に
留
ま
っ
て
、
結
ぼ
れ
た
心
は
ほ
ど
け
な
い
。 

を
踏
ま
え
た
も
の
だ
と
『
文
選
』
李
善
注
は
指
摘
す
る
が
、「
悲
回
風
」
は
讒
言
の
た
め
に
君
主
に
納
れ
ら

れ
な
い
屈
原
の
嘆
き
を
述
べ
連
ね
る
内
容
で
あ
っ
て
、
現
世
的
な
快
楽
へ
と
人
を
誘
う
宴
の
詩
「
青
青
陵

上
柏
」
と
は
、
「
戚
戚
」
の
一
点
に
お
い
て
交
差
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
、
先
に
見
た
「
渉
江
采
芙
蓉
」
「
庭
中
有
奇
樹
」
の
二
首
は
、
『
楚
辞
』
九
歌
の
語
句
を

修
辞
上
援
用
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
九
歌
独
特
の
場
面
と
措
辞
と
が
、
そ
の
一
首
全
体
の
テ
ー
マ
の

核
と
も
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
極
め
て
特
徴
的
で
あ
る
。
か
の
二
首
の
「
古
詩
」
に
お
け
る
九
歌
摂
取
の

あ
り
方
は
、
決
し
て
修
辞
レ
ベ
ル
で
の
部
分
的
典
故
表
現
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
何
を
示
唆
し
て
い
る

だ
ろ
う
か
。
思
う
に
、
か
の
「
古
詩
」
の
作
者
た
ち
は
、『
楚
辞
』
九
歌
に
直
接
対
面
し
、
そ
の
特
徴
的
な

措
辞
や
場
面
に
触
発
さ
れ
て
得
た
着
想
を
、
一
篇
の
詩
に
敷
衍
さ
せ
て
詠
じ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
、「
古
詩
」
の
作
者
た
ち
と
九
歌
と
の
間
に
は
、
は
た
し
て
本
当
に
直
接
的
な
出
会
い
の
機
会
が

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

  
 

 
 

二 

  

『
楚
辞
』
九
歌
の
影
響
を
濃
厚
に
受
け
た
「
渉
江
采
芙
蓉
」「
庭
中
有
奇
樹
」
の
両
詩
は
、
先
に
も
述
べ

た
と
お
り
、
数
あ
る
「
古
詩
」
の
中
で
も
最
も
古
い
部
類
に
属
す
る
と
推
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

も
し
そ
の
九
歌
と
の
関
係
性
を
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
古
詩
」
成
立
当
初
の
姿
を

探
る
上
で
一
つ
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
こ
こ
で
一
旦
「
古
詩
」

を
離
れ
、『
楚
辞
』
九
歌
の
方
へ
目
を
転
じ
て
み
た
い
。
九
歌
の
諸
篇
は
、
そ
れ
以
外
の
『
楚
辞
』
作
品
と

は
異
質
の
演
劇
的
な
構
成
を
取
っ
て
お
り
、
元
来
は
歌
舞
を
伴
う
神
劇
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る

（

4
）

。
そ
れ
で
は
、
九
歌
は
、
か
の
原
初
的
「
古
詩
」
が
成
立
し
た
当
時
で
も
実
際
に
演
じ
ら
れ
て
い
た

の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
を
解
き
明
か
す
た
め
に
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、『
楚
辞
』
九
歌
と
同
じ
句
型
を
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持
つ
漢
代
の
歌
謡
で
あ
る
。 

 
九
歌
は
、「
兮
」
の
字
を
挟
ん
で
前
後
に
三
字
（
場
合
に
よ
っ
て
四
字
も
し
く
は
二
字
）
を
置
く
特
徴
的

な
句
型
を
持
っ
て
い
る
が
、
漢
代
、
こ
の
句
型
を
踏
襲
す
る
歌
謡
が
盛
行
し
た
こ
と
は
、
す
で
に
多
く
の

先
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る

（

5
）

。
そ
の
貴
重
な
研
究
成
果
に
導
か
れ
つ
つ
、
私
な
り
に
諸
文
献
を

辿
り
な
お
し
て
気
づ
い
た
の
は
、
前
漢
時
代
の
九
歌
型
歌
謡
に
は
、
い
か
に
も
芝
居
じ
み
た
身
振
り
の
記

述
と
一
体
で
文
献
に
登
場
す
る
も
の
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る

（

6
）

。
今
、
そ
の
典
型
的
な
例
を
列
挙

す
れ
ば
、
ま
ず
『
史
記
』
刺
客
列
伝
に
、
荊
軻
が
刺
客
と
し
て
秦
へ
赴
く
こ
と
に
な
っ
た
時
の
情
況
を
描

写
し
て
、 

太
子
及
賓
客
知
其
事
者
、
皆
白
衣
冠
以
送
之
。
至
易
水
之
上
、
旣
祖
、
取
道
、
高
漸
離
撃
筑
、
荊
軻

和
而
歌
、
爲
變
徴
之
聲
、
士
皆
垂
涙
涕
泣
。
又
前
而
爲
歌
曰
、「
風
蕭
蕭
兮
易
水
寒
、
壯
士
一
去
兮
不

復
還
。
」
復
爲
羽
聲
忼
慨
、
士
皆
瞋
目
、
髪
盡
上
指
冠
。
於
是
荊
軻
就
車
而
去
、
終
已
不
顧
。 

太
子
及
び
賓
客
で
そ
の
事
情
を
知
っ
て
い
る
者
は
、
皆
白
い
衣
冠
（
喪
服
）
を
身
に
付
け
て
彼
を

見
送
っ
た
。
易
水
の
ほ
と
り
に
至
り
、
道
祖
神
を
祭
っ
て
か
ら
、
旅
路
に
就
い
た
。
高
漸
離
は
筑

を
打
ち
、
荊
軻
は
和
し
て
歌
い
、
そ
れ
は
変
徴
の
調
子
で
、
士
人
た
ち
は
皆
涙
を
流
し
て
泣
い
た
。

荊
軻
は
ま
た
進
み
出
て
、「
風
は
ひ
ゅ
う
ひ
ゅ
う
と
吹
き
す
さ
び
易
水
は
寒
々
と
し
て
い
る
。
壮
士

は
一
た
び
立
ち
去
っ
た
な
ら
ば
二
度
と
は
戻
っ
て
こ
な
い
の
だ
」
と
歌
っ
た
。
再
び
羽
声
の
調
子

で
悲
憤
慷
慨
し
て
歌
う
と
、
士
人
た
ち
は
皆
目
を
い
か
ら
せ
、
髪
は
尽
く
逆
立
っ
て
冠
を
突
き
上

げ
た
。
そ
こ
で
荊
軻
は
車
に
乗
っ
て
去
り
、
最
後
ま
で
振
り
返
ら
な
か
っ
た
。 

と
記
し
、
ま
た
、
同
じ
『
史
記
』
の
項
羽
本
紀
に
は
、
項
羽
が
四
面
楚
歌
と
な
っ
た
時
の
こ
と
と
し
て
、 

於
是
項
王
乃
悲
歌
忼
慨
、
自
爲
詩
曰
、「
力
抜
山
兮
気
蓋
世
、
時
不
利
兮
騅
不
逝
。
騅
不
逝
兮
可
奈
何
、

虞
兮
虞
兮
奈
若
何
。
」
歌
數
闋
、
美
人
和
之
。
項
王
泣
數
行
下
、
左
右
皆
泣
、
莫
能
仰
視
。 

そ
こ
で
項
王
は
悲
歌
忼
慨
し
、
自
ら
詩
を
作
っ
て
、「
力
は
山
を
抜
き
気
は
世
を
覆
う
ほ
ど
な
の
に
、

時
運
に
見
放
さ
れ
、
騅
は
進
ま
な
い
。
騅
が
進
ま
な
い
の
を
、
い
っ
た
い
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

虞
よ
虞
よ
、
お
前
を
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
」
と
歌
っ
た
。
数
回
繰
り
返
し
て
歌
い
、
虞
美
人
が

こ
れ
に
和
し
た
。
項
王
は
数
行
の
涙
を
流
し
、
左
右
の
者
も
皆
泣
い
て
、
仰
視
で
き
る
者
は
い
な

か
っ
た
。 

と
い
う
記
述
が
見
え
る
。
こ
の
項
羽
を
破
っ
た
漢
の
高
祖
（
在
位
前
二
〇
六
―
前
一
九
五
）
劉
邦
に
関
し

て
は
、『
史
記
』
高
祖
本
紀
に
、
彼
が
故
郷
の
沛
に
立
ち
寄
り
、
古
馴
染
み
や
郷
里
の
父
老
、
子
弟
た
ち
を

招
い
て
無
礼
講
の
宴
席
を
設
け
た
時
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
記
す
。 

發
沛
中
兒
得
百
二
十
人
、
教
之
歌
。
酒
酣
、
高
祖
撃
筑
、
自
爲
歌
詩
曰
、「
大
風
起
兮
雲
飛
揚
、
威
加

海
内
兮
歸
故
鄕
、
安
得
猛
士
兮
守
四
方
。
」
令
兒
皆
和
習
之
。
高
祖
乃
起
舞
、
慷
慨
傷
懐
、
泣
數
行

下
。
謂
沛
父
兄
曰
、
「
游
子
悲
故
鄕
。
吾
雖
都
關
中
、
萬
歲
後
吾
魂
魄
猶
楽
思
沛
。
…
…
」 

沛
中
の
子
供
た
ち
か
ら
百
二
十
人
を
選
び
出
し
、
彼
ら
に
歌
を
教
え
た
。
酒
た
け
な
わ
と
な
る
と
、

高
祖
は
筑
を
打
ち
、
自
ら
歌
詩
を
作
り
、「
大
風
が
起
こ
っ
て
雲
が
飛
揚
し
、
国
中
に
勢
威
を
加
え

て
故
郷
に
帰
る
。
あ
あ
な
ん
と
か
勇
猛
な
志
士
た
ち
を
得
て
四
方
を
守
備
さ
せ
た
い
も
の
だ
」
と

歌
い
、
子
供
た
ち
皆
に
唱
和
し
て
習
わ
せ
た
。
高
祖
は
そ
う
し
て
立
ち
上
が
っ
て
舞
い
、
悲
憤
慷
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慨
し
て
、
数
行
の
涙
を
流
し
た
。
沛
の
父
兄
に
、
「
游
子
は
故
郷
を
切
な
く
な
つ
か
し
む
も
の
だ
。

私
は
関
中
に
都
を
置
い
て
は
い
る
が
、
死
後
長
い
歳
月
を
経
て
も
、
私
の
魂
魄
は
な
お
も
沛
を
な

つ
か
し
く
思
い
続
け
る
だ
ろ
う
…
…
」
と
言
っ
た
。 

高
祖
劉
邦
の
作
っ
た
こ
の
歌
は
、
そ
の
死
後
も
引
き
続
き
歌
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
『
漢
書
』
礼
楽
志

に
は
次
の
よ
う
な
記
録
が
見
え
て
い
る
。 

初
、
高
祖
旣
定
天
下
、
過
沛
、
與
故
人
父
老
相
樂
、
醉
酒
歡
哀
、
作
「
風
起
」
之
詩
、
令
沛
中
僮
兒

百
二
十
人
習
而
歌
之
。
至
孝
恵
時
、
以
沛
宮
爲
原
廟
、
皆
令
歌
兒
習
吹
以
相
和
、
常
以
百
二
十
人
爲

員
。 そ

の
初
め
、
高
祖
は
天
下
を
平
定
し
て
か
ら
、
沛
に
立
ち
寄
り
、
古
馴
染
み
や
土
地
の
長
老
た
ち

と
歓
会
の
時
を
持
っ
た
が
、
酒
に
酔
い
哀
歓
が
交
々
湧
き
上
が
っ
て
「
風
起
」
の
詩
を
作
り
、
沛

中
の
子
供
た
ち
百
二
十
人
に
こ
れ
を
習
い
歌
わ
せ
た
。
恵
帝
の
時
に
な
っ
て
、
沛
宮
を
原
廟
と
し
、

歌
を
歌
う
子
供
た
ち
に
笛
を
習
わ
せ
て
相
和
さ
せ
、
常
に
百
二
十
人
を
定
員
と
し
た
。 

下
っ
て
武
帝
（
在
位
前
一
四
一
―
前
八
七
）
の
時
代
、
匈
奴
に
降
っ
た
李
陵
が
、
漢
土
へ
帰
還
で
き
る

こ
と
と
な
っ
た
蘇
武
の
た
め
に
宴
席
を
設
け
た
場
面
を
、『
漢
書
』
蘇
建
伝
附
蘇
武
伝
は
次
の
よ
う
に
描
写

し
て
い
る
。 

陵
起
舞
、
歌
曰
、「
徑
萬
里
兮
度
沙
幕
、
爲
君
將
兮
奮
匈
奴
。
路
窮
絕
兮
矢
刃
摧
、
士
衆
滅
兮
名
已
隤
。

老
母
已
死
、
雖
欲
報
恩
將
安
歸
。
」
陵
泣
下
數
行
、
因
與
武
決
。 

李
陵
は
立
ち
上
が
っ
て
舞
い
、「
万
里
の
道
の
り
を
径
て
砂
漠
を
渡
り
、
主
君
の
将
軍
と
な
っ
て
匈

奴
を
相
手
に
奮
闘
し
た
。
だ
が
、
道
は
行
き
詰
ま
っ
て
途
絶
え
、
矢
刃
は
摧
か
れ
、
士
卒
た
ち
は

死
に
絶
え
て
、
名
誉
は
す
で
に
地
に
堕
ち
た
。
老
母
は
す
で
に
亡
く
な
り
、
御
恩
に
報
い
よ
う
と

し
て
も
、
さ
て
い
っ
た
い
ど
こ
に
帰
れ
ば
よ
い
の
か
」
と
歌
っ
た
。
李
陵
は
数
行
の
涙
を
流
し
、

そ
こ
で
蘇
武
と
決
別
し
た
。 

 

以
上
、
九
歌
型
歌
謡
を
伝
え
る
漢
代
成
立
の
文
献
で
、
そ
の
歌
謡
が
歌
わ
れ
る
前
後
の
経
緯
や
背
景
に

つ
い
て
も
併
せ
て
記
す
も
の
の
う
ち
、
特
に
そ
の
演
劇
的
な
性
格
が
顕
著
に
表
れ
て
い
る
事
例
を
列
挙
し

て
み
た
。
こ
れ
ら
の
文
献
の
中
で
九
歌
型
歌
謡
を
歌
っ
て
い
る
人
物
、
も
し
く
は
そ
の
周
辺
に
い
る
人
々

は
、
実
に
よ
く
涙
を
流
し
、
悲
憤
慷
慨
し
て
は
舞
を
舞
う
が
、
そ
れ
は
、
彼
ら
の
置
か
れ
た
現
実
的
情
況

か
ら
乖
離
し
て
、
す
こ
ぶ
る
芝
居
が
か
っ
た
振
る
舞
い
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
そ
の
身
振
り

の
描
写
は
、「
悲
歌
忼
慨
」「
泣
数
行
下
」
と
い
っ
た
紋
切
り
型
の
連
続
で
、「
撃
筑
」「
起
舞
」「
為
変
徴
之

声
、
…
…
復
為
羽
声
忼
慨
」「
歌
数
闋
、
美
人
和
之
」
の
よ
う
に
、
ま
る
で
歌
劇
台
本
の
ト
書
き
の
よ
う
に

さ
え
思
え
る
部
分
も
あ
る
。
九
歌
型
歌
謡
は
、
こ
の
よ
う
な
演
劇
的
描
写
に
縁
取
ら
れ
て
書
き
留
め
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

か
く
も
類
型
化
さ
れ
た
記
述
は
、
記
さ
れ
た
人
物
た
ち
の
実
際
の
言
動
を
写
し
取
っ
た
も
の
と
は
到
底

思
え
な
い
し
、
歴
史
家
独
自
の
描
写
と
も
見
な
し
難
い
。
先
学
の
示
唆
す
る
と
お
り
、
そ
れ
は
そ
も
そ
も

記
録
の
素
と
な
っ
た
文
献
に
、
身
振
り
を
伴
う
講
唱
的
文
芸
が
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ

ろ
う
か

（

7
）

。
先
に
列
挙
し
た
前
漢
時
代
の
九
歌
型
歌
謡
は
、
そ
の
前
後
に
演
劇
的
要
素
を
挟
み
な
が
ら
、

劇
中
歌
の
よ
う
な
か
た
ち
で
歌
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
推
測
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
全
て
の
九
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歌
型
歌
謡
が
芝
居
仕
立
て
で
上
演
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
の
多
く
が
実
際
に
歌
わ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
、
こ
の
様
式
の
歌
謡
が
持
つ
基
本
的
性
格
が
窺
え
る

よ
う
に
思
う
。
要
す
る
に
そ
れ
は
、
人
々
の
前
で
披
露
し
て
み
せ
る
と
い
う
側
面
を
多
分
に
持
つ
文
芸
で

あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
歌
謡
の
祖
で
あ
る
『
楚
辞
』
九
歌
も
ま
た
、

身
振
り
を
伴
う
歌
舞
劇
と
し
て
演
じ
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

藤
野
岩
友
は
、
『
楚
辞
』
九
歌
と
そ
の
様
式
を
踏
襲
す
る
漢
代
詩
歌
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
、
「
漢
代
に
於

て
「
楚
声
」
と
い
は
れ
た
も
の
は
、
楚
辞
の
中
で
も
特
に
「
九
歌
」
調
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
単
に
誦

読
せ
ら
れ
る
の
で
は
無
く
し
て
楽
器
を
伴
う
て
歌
は
れ
た
こ
と
が
訣
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
か
ら
遡
つ

て
九
歌
の
歌
謡
と
し
て
の
性
質
を
推
定
出
来
る
と
思
ふ
の
で
あ
る
」
と
推
論
し
、
ま
た
、
九
歌
の
特
質
を

「
歌
舞
を
中
心
と
す
る
」
「
演
劇
的
要
素
に
富
ん
だ
も
の
」
と
想
定
し
た
が

（

8
）

、
こ
の
先
駆
的
論
考
に
、

私
な
り
の
論
拠
と
見
解
と
を
以
上
の
よ
う
に
付
け
加
え
て
み
た
。
も
し
、
九
歌
の
性
格
が
上
述
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
前
章
で
取
り
上
げ
た
九
歌
特
有
の
フ
レ
ー
ズ
、
た
と
え
ば
「
山
鬼
」
に
い
う
「
折

芳
馨
兮
遺
所
思
」
と
い
っ
た
科
白
も
、
あ
る
い
は
本
当
に
眼
前
に
植
わ
っ
て
い
る
香
草
を
折
り
取
っ
て
、

遠
方
を
見
や
り
つ
つ
、
そ
れ
を
彼
方
に
向
け
て
捧
げ
る
と
い
う
一
連
の
動
作
と
と
も
に
発
せ
ら
れ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。 

  
 

 
 

三 

  

前
漢
時
代
に
お
け
る
九
歌
型
歌
謡
の
行
わ
れ
方
か
ら
見
て
、『
楚
辞
』
九
歌
は
本
来
、
身
振
り
手
振
り
を

交
え
て
演
じ
ら
れ
る
歌
舞
劇
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
九
歌
は
漢
代
に
至
っ
て
も
な
お
、

そ
の
本
来
の
か
た
ち
で
演
じ
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
事
実
を
直
接
的
に
書
き
記
す
文
献

は
未
見
で
あ
る
。
だ
が
、
以
下
に
述
べ
る
幾
つ
か
の
情
況
を
考
え
合
わ
せ
て
み
る
と
、
そ
の
可
能
性
は
十

分
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

ま
ず
、
多
彩
な
芸
能
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
天
子
の
庭
園
、
前
漢
王
朝
の
上
林
苑
に
は
、
『
楚
辞
』
九
歌

が
そ
こ
で
演
じ
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
楚
風
の
空
間
が
広
が
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、

武
帝
期
の
司
馬
相
如
の
「
上
林
賦
」
（
『
文
選
』
巻
八
）
は
、
そ
の
広
大
な
山
川
に
繁
茂
す
る
様
々
な
香
草

に
つ
い
て
、 

揜
以
綠
蕙
、
被
以
江
蘺
。
糅
以
蘪
蕪
、
雜
以
留
夷
。
布
結
縷
、
攅
戻
莎
。
掲
車
・
衡
蘭
、
槀
本
・
射

干
、
茈
薑
・
蘘
荷
、
葴
持
・
若
蓀
、
鮮
支
・
黄
礫
、
蒋
苧
・
青
薠
、
布
濩
閎
澤
、
延
曼
太
原
。
離
靡

廣
衍
、
應
風
披
靡
。 

そ
こ
は
緑
や
蕙
、
江
蘺
な
ど
の
香
草
に
覆
わ
れ
、
蘪
蕪
、
留
夷
と
い
っ
た
香
草
も
交
じ
っ
て
い
る
。

絡
み
合
う
草
は
地
を
這
い
、
は
ま
す
げ
は
群
生
し
、
掲
車
や
衡
蘭
、
槀
本
や
射
干
、
茈
薑
や
蘘
荷
、

葴
持
（
将
）
や
若
蓀
、
鮮
支
や
黄
礫
と
い
っ
た
香
草
、
蒋
苧
や
青
薠
な
ど
の
植
物
が
、
広
大
な
沢

を
覆
い
尽
く
し
、
広
々
と
し
た
草
原
に
伸
び
広
が
っ
て
、
延
々
と
ど
こ
ま
で
も
生
い
茂
り
、
風
の

吹
く
ま
ま
に
靡
い
て
い
る
。 

と
細
密
に
描
写
し
て
い
る
が
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
九
歌
が
も
し
実
際
に
演
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
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た
と
す
れ
ば
、
香
草
は
、
そ
の
特
徴
的
な
言
葉
と
身
振
り
に
は
不
可
欠
の
小
道
具
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た

香
草
は
、
後
漢
初
め
の
班
固
の
「
西
都
賦
」
（
『
文
選
』
巻
一
）
に
も
見
え
て
い
て
、
そ
こ
で
は
、
上
林
苑

で
の
狩
猟
を
楽
し
ん
だ
天
子
一
行
が
、
昆
明
池
の
ほ
と
り
の
豫
章
観
で
休
息
す
る
情
景
の
一
部
と
し
て
次

の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。 

集
乎
豫
章
之
宇
、
臨
乎
昆
明
之
池
、
左
牽
牛
而
右
織
女
、
似
雲
漢
之
無
涯
。
茂
樹
蔭
蔚
、
芳
草
被
隄
、

蘭
茝
發
色
、
曄
曄
猗
猗
、
若
摛
錦
布
繡
、
爥
燿
乎
其
陂
。
鳥
則
玄
鶴
白
鷺
、
黄
鵠
鵁
鸛
、
鶬
鴰
鴇
鶂
、

鳧
鷖
鴻
鴈
、
朝
發
河
海
、
夕
宿
江
漢
、
沈
浮
往
來
、
雲
集
霧
散
。
於
是
後
宮
乘
輚
輅
、
登
龍
舟
、
張

鳳
蓋
、
建
華
旗
、
袪
黼
帷
、
鏡
清
流
、
靡
微
風
、
澹
淡
浮
。
櫂
女
謳
、
鼓
吹
震
、
聲
激
越
、
謍
厲
天
、

鳥
群
翔
、
魚
窺
淵
。 

豫
章
観
の
下
に
集
い
、
昆
明
池
に
臨
め
ば
、
左
手
に
は
牽
牛
を
象
っ
た
石
像
が
、
右
手
に
は
織
女

の
像
が
見
え
て
、
湖
面
の
水
は
ま
る
で
果
て
し
な
く
流
れ
る
天
の
川
の
よ
う
だ
。
樹
木
は
緑
豊
か

に
鬱
蒼
と
茂
り
、
芳
し
い
草
は
土
手
を
被
っ
て
密
生
し
、
蘭
茝
は
色
も
鮮
や
か
に
咲
き
誇
り
、
明
々

と
き
ら
び
や
か
に
、
び
っ
し
り
と
ち
り
ば
め
た
よ
う
に
、
錦
を
敷
き
広
げ
、
刺
繍
を
一
面
に
施
し

た
か
の
よ
う
に
、
そ
の
水
辺
の
堤
に
照
り
輝
い
て
い
る
。
鳥
は
と
い
え
ば
、
玄
鶴
や
白
鷺
、
黄
鵠

や
鵁
鸛
、
鶬
鴰
や
鴇
鶂
、
鳧
鷖
や
鴻
雁
な
ど
が
い
て
、
彼
ら
は
朝
に
河
や
海
を
出
発
し
て
、
夕
方

に
長
江
や
漢
水
の
ほ
と
り
に
宿
を
取
り
、
波
間
に
浮
き
沈
み
し
な
が
ら
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
、

雲
の
よ
う
に
集
ま
っ
た
か
と
思
え
ば
霧
の
よ
う
に
散
っ
て
ゆ
く
。
さ
て
、
こ
こ
で
後
宮
の
女
性
た

ち
は
ゆ
っ
た
り
と
し
た
臥
車
に
乗
り
、
龍
を
象
っ
た
舟
に
上
が
り
、
そ
の
乗
り
物
に
は
鳳
凰
の
姿

を
描
い
た
蓋
い
を
張
り
、
華
や
か
な
旗
を
立
て
、
彩
な
す
帳
を
掲
げ
な
が
ら
、
清
ら
か
な
水
の
流

れ
に
そ
の
影
を
映
し
、
微
か
な
風
に
靡
（
な
び
）
き
つ
つ
、
穏
や
か
な
波
の
ま
に
ま
に
浮
か
ん
で

漂
う
。
歌
姫
た
ち
が
櫂
を
操
り
な
が
ら
船
歌
を
歌
い
、
鼓
吹
の
響
き
が
と
ど
ろ
き
渡
っ
て
、
歌
声

は
激
し
い
調
子
で
上
り
詰
め
、
大
音
響
は
は
る
か
に
高
く
天
ま
で
届
き
、
驚
い
た
鳥
た
ち
は
群
れ

を
な
し
て
飛
び
、
魚
た
ち
は
淵
の
底
に
潜
ん
で
様
子
を
窺
う
。 

 

班
固
の
描
出
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
牽
牛
織
女
の
石
像
に
挟
ま
れ
て
天
の
川
の
よ
う
に
見
え
る

（

9
）

昆
明

池
の
ほ
と
り
に
は
、
樹
木
や
香
草
、
蘭
の
花
が
生
い
茂
り
、
そ
の
水
面
上
で
は
、
後
宮
の
女
性
た
ち
が
舟

遊
び
に
興
じ
、
鼓
吹
の
演
奏
と
と
も
に
、
歌
姫
た
ち
が
声
を
張
り
上
げ
て
船
歌
を
歌
っ
て
い
る
が
、
こ
れ

と
非
常
に
よ
く
似
た
情
景
は
、
武
帝
劉
徹
の
作
と
伝
え
ら
れ
る
「
秋
風
辞
」
（
『
文
選
』
巻
四
十
五
）
に
も

出
現
す
る
。 

 
 

秋
風
起
兮
白
雲
飛 

 

秋
風
が
立
っ
て
白
雲
が
飛
び
、 

 
 

草
木
黄
落
兮
雁
南
歸 

草
木
は
黄
色
く
色
づ
い
て
落
葉
し
、
雁
は
南
へ
飛
ん
で
帰
る
。 

 
 

蘭
有
秀
兮
菊
有
芳 

 

蘭
に
は
美
し
い
花
が
開
き
、
菊
に
は
芳
し
い
香
が
立
っ
て
い
る
が
、 

 
 

攜
佳
人
兮
不
能
忘 

 

そ
の
よ
う
に
美
し
い
人
を
連
れ
て
、
忘
れ
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
。 

 
 

泛
樓
舡
兮
濟
汾
河 

 

高
楼
を
設
け
た
船
を
浮
か
べ
て
汾
河
を
渉
り
、 

 
 

横
中
流
兮
揚
素
波 

 

流
れ
の
真
ん
中
を
横
切
っ
て
、
白
い
波
を
高
く
上
げ
な
が
ら
進
み
ゆ
く
。 

 
 

簫
鼓
鳴
兮
發
棹
歌 

 

簫
鼓
の
音
色
が
鳴
り
響
き
、
船
歌
が
声
も
高
ら
か
に
歌
わ
れ
る
と
、 

 
 

歡
樂
極
兮
哀
情
多 

 

歓
楽
が
極
ま
っ
て
、
哀
愁
の
情
感
が
胸
に
こ
み
上
げ
て
く
る
。 
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少
壯
幾
時
兮
奈
老
何 

血
気
盛
ん
な
時
は
ど
れ
ほ
ど
か
。
容
赦
な
く
迫
る
老
い
を
ど
う
し
よ
う
。 

こ
の
「
秋
風
辞
」
は
、
武
帝
が
河
東
に
行
幸
し
、
群
臣
と
宴
飲
し
た
折
に
作
ら
れ
た
も
の
だ
と
そ
の
序

文
は
伝
え
て
い
る
が
、
そ
れ
が
事
実
だ
と
し
て
も
、
そ
の
後
も
か
の
上
林
苑
な
ど
で
こ
の
歌
は
繰
り
返
し

再
現
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
再
現
す
る
に
足
る
だ
け
の
舞
台
装
置
は
、
先
に
見
た
「
西
都
賦
」

に
描
か
れ
て
い
た
と
お
り
備
わ
っ
て
い
た
。
た
だ
、
実
を
言
え
ば
、
本
作
品
を
収
め
る
確
か
な
文
献
は
『
文

選
』
以
前
に
は
遡
れ
ず

（

10
）

、
こ
れ
が
本
当
に
前
漢
の
武
帝
の
作
で
あ
る
の
か
、
判
断
し
難
い
と
こ
ろ
が

あ
る
。
と
は
い
え
、
も
し
仮
に
そ
れ
が
後
人
の
擬
作
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
『
文
選
』
が
成

立
し
た
頃
に
は
武
帝
の
辞
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
漢
代
か
ら
そ
れ
ほ
ど
離
れ
て
い
な
い
六
朝

時
代
の
人
々
に
、
い
か
に
も
前
漢
時
代
の
皇
帝
ら
し
い
作
品
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
前
漢
時
代
の
游
宴
の
有
様
を
髣
髴
と
さ
せ
る
「
秋
風
辞
」
だ
が
、
こ
の
九
歌
型
歌
謡
に
は
、

『
楚
辞
』
九
歌
と
の
繋
が
り
を
示
唆
す
る
表
現
が
随
所
に
認
め
ら
れ
る
。
ま
ず
、
水
辺
に
秋
風
が
吹
い
て
、

草
木
の
葉
が
落
ち
る
と
い
う
発
想
は
、「
湘
夫
人
」
に
い
う
「
嫋
嫋
兮
秋
風
、
洞
庭
波
兮
木
葉
下
（
な
よ
や

か
に
吹
く
秋
風
に
、
洞
庭
湖
は
波
立
ち
木
の
葉
は
落
ち
る
）
」
を
想
起
さ
せ
る
。
三
句
目
に
見
え
る
蘭
と
菊

と
い
う
組
み
合
わ
せ
は
、
内
容
的
な
関
連
性
は
薄
い
も
の
の
、
詩
句
と
し
て
は
「
礼
魂
」
に
「
春
蘭
兮
秋

菊
（
春
は
蘭
、
秋
に
は
菊
を
捧
げ
る
）
」
と
見
え
て
い
る
。
ま
た
、
美
し
い
人
に
心
を
寄
せ
る
と
い
う
発
想

は
九
歌
全
般
に
頻
見
す
る
と
こ
ろ
だ
し
、
「
横
中
流
兮
揚
素
波
」
の
句
は
、
「
湘
君
」
に
い
う
「
横
大
江
兮

揚
霊
（
大
い
な
る
江
を
横
切
っ
て
至
誠
の
思
い
を
捧
げ
る
）
」
を
も
じ
っ
た
か
の
よ
う
だ
。
前
漢
の
武
帝
作

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
作
品
が
、
こ
の
よ
う
に
九
歌
的
雰
囲
気
を
濃
厚
に
漂
わ
せ
、
し
か
も
九
歌
と
同
じ
句

型
を
用
い
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。 

 

前
漢
時
代
、
九
歌
は
実
際
に
演
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
推
測
さ
せ
る
事
象
と
し
て
、
当

時
の
宮
廷
で
楚
風
の
音
楽
が
演
奏
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
。
先
に
言
及
し
た
司
馬
相
如
の
「
上

林
賦
」
に
は
、
淫
ら
と
さ
れ
る
「
荊
・
呉
・
鄭
・
衛
」
の
音
楽
や
、
古
来
伝
わ
る
「
韶
（
舜
の
音
楽
）
・
濩

（
湯
の
音
楽
）
・
武
（
武
王
の
音
楽
）
・
象
（
周
公
の
音
楽
）
」
な
ど
と
並
ん
で
、
「
鄢
郢
繽
紛
、
激
楚
・
結

風
（
鄢
や
郢
の
舞
は
紛
々
と
舞
い
散
る
花
の
よ
う
で
、
激
楚
や
結
風
と
い
っ
た
楚
国
の
音
楽
が
奏
で
ら
れ

る
）
」
と
見
え
、
ま
た
、
『
淮
南
子
』
（
（
『
太
平
御
覧
』
巻
五
六
五
引
）
は
、
楚
楽
「
陽
阿
」
「
採
菱
」
が
雅

楽
の
始
ま
り
に
演
奏
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
記
し
、「
陽
阿
」
は
、
前
漢
王
朝
の
都
を
回
顧
す
る
後
漢
の
張
衡

の
「
西
京
賦
」
（
『
文
選
』
巻
二
）
に
お
い
て
も
、
上
林
苑
に
あ
る
昆
明
池
で
の
游
宴
を
描
い
た
場
面
で
、 

齊
枻
女
、
縱
櫂
歌
、
發
引
和
、
校
鳴
葭
、
奏
淮
南
、
度
陽
阿
、
感
河
馮
、
懷
湘
娥
、
驚
蝄
蜽
、
憚
蛟

蛇
。 櫂

を
操
る
歌
姫
た
ち
は
一
斉
に
声
を
張
り
上
げ
て
船
歌
を
歌
い
、
楽
人
た
ち
は
合
唱
の
声
を
起
こ

し
、
早
い
調
子
の
葦
笛
の
音
が
こ
れ
に
加
わ
っ
て
、
淮
南
の
舞
、
陽
阿
の
曲
が
演
奏
さ
れ
る
と
、

川
の
神
も
感
動
し
、
湘
水
の
二
人
の
女
神
も
心
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
、
水
神
の
蝄
蜽
も
驚
き
、
水
底
に

潜
む
蛟
蛇
も
震
え
お
の
の
く
。 

と
言
及
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
文
字
通
り
に
受
け
取
る
な
ら
ば
、
前
漢
の
宮
廷
内
に
は
楚
風
の
音
楽
が

ふ
ん
だ
ん
に
流
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

他
方
、
前
漢
王
朝
が
『
楚
辞
』
を
非
常
に
重
要
視
し
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
、
た
と
え
ば
『
漢
書
』
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朱
買
臣
伝
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
て
い
る
。 

會
邑
子
嚴
助
貴
幸
、
薦
買
臣
。
召
見
、
説
春
秋
、
言
楚
詞
、
帝
甚
説
之
、
拝
買
臣
爲
中
大
夫
、
與
厳

助
倶
侍
中
。 

ち
ょ
う
ど
同
郷
の
厳
助
が
厚
遇
さ
れ
て
お
り
、
朱
買
臣
を
推
薦
し
た
。
召
さ
れ
て
謁
見
し
、『
春
秋
』

や
『
楚
詞
』
に
つ
い
て
話
し
た
と
こ
ろ
、
皇
帝
は
た
い
そ
う
こ
れ
を
喜
ん
で
、
買
臣
を
中
大
夫
に

任
命
し
た
。
彼
は
厳
助
と
倶
に
侍
中
と
な
っ
た
。 

こ
の
よ
う
に
『
楚
辞
』
が
重
ん
じ
ら
れ
、
楚
風
の
音
楽
が
盛
ん
に
演
奏
さ
れ
て
い
る
中
、
先
に
も
見
た

と
お
り
、
九
歌
型
の
句
型
は
前
漢
当
時
、
現
役
の
歌
謡
を
支
え
る
リ
ズ
ム
と
し
て
生
き
て
い
た
。
し
か
も
、

そ
の
上
演
に
必
要
な
舞
台
装
置
も
整
っ
て
い
る
。
な
ら
ば
、
重
視
さ
れ
る
『
楚
辞
』
の
九
歌
が
、
生
き
た

楚
風
の
音
曲
と
リ
ズ
ム
に
乗
せ
て
、
宮
苑
内
で
歌
い
演
じ
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
何
ら
不
思
議
は
な
い
。

漢
に
続
く
魏
の
時
代
、
ど
う
い
う
わ
け
か
九
歌
の
「
山
鬼
」
が
、
句
型
を
多
少
改
変
さ
れ
た
上
で
、「
相
和
」

十
三
曲
中
の
一
曲
「
陌
上
桑
」
の
歌
辞
と
し
て
行
わ
れ
た
が
（
『
宋
書
』
楽
志
三
）
、
こ
れ
も
何
ら
か
の
歴

史
的
根
拠
に
基
づ
く
必
然
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
る
な
ら
ば
、

「
上
林
賦
」
や
「
西
都
賦
」
な
ど
に
描
か
れ
た
香
草
は
、
宮
苑
を
『
楚
辞
』
的
な
雰
囲
気
に
彩
る
た
め
に
、

更
に
言
え
ば
、
九
歌
の
上
演
に
備
え
て
、
わ
ざ
わ
ざ
南
方
か
ら
移
植
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
ち
な
み
に
、『
三
輔
黄
図
』
苑
囿
の
条
に
は
、
武
帝
が
初
め
て
上
林
苑
を
補
修
し
た
時
の
こ
と
と
し

て
、「
群
臣
遠
方
各
献
名
果
異
卉
三
千
餘
種
、
植
其
中
（
群
臣
は
遠
方
の
各
地
か
ら
名
産
の
果
樹
や
珍
し
い

草
木
三
千
餘
種
を
献
上
し
、
上
林
苑
の
中
に
植
え
た
）
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

  
 

 
 

四 

  

様
々
な
断
片
的
史
料
を
寄
せ
集
め
、
そ
れ
ら
が
物
語
る
、
か
つ
て
実
在
し
た
は
ず
の
世
界
を
思
い
描
い

て
ゆ
く
と
、
九
歌
が
前
漢
時
代
に
お
い
て
な
お
上
演
さ
れ
て
い
た
と
推
測
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
突
飛

な
空
想
と
も
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
く
る
。
そ
し
て
、
こ
の
推
測
が
も
し
順
当
で
あ
る
な
ら

ば
、
先
に
見
た
「
渉
江
采
芙
蓉
」「
庭
中
有
奇
樹
」
の
両
詩
は
、
こ
の
当
代
を
生
き
る
現
役
の
歌
舞
劇
か
ら

着
想
を
得
た
と
考
え
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
二
首
の
「
古
詩
」
が
、
語
句
レ
ベ
ル
の
典
故
表

現
と
し
て
『
楚
辞
』
九
歌
を
摂
取
し
た
の
で
な
い
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
だ
が
、
こ
れ
ら
の
詩
の

作
者
た
ち
は
、
実
際
に
演
じ
ら
れ
る
九
歌
に
直
接
触
れ
て
、
そ
の
特
徴
的
な
身
振
り
や
措
辞
に
魅
了
さ
れ
、

そ
の
精
髄
を
五
言
詩
の
様
式
に
写
し
取
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。 

 

原
初
的
「
古
詩
」
と
『
楚
辞
』
九
歌
と
は
、
お
そ
ら
く
は
そ
の
生
成
と
展
開
の
場
を
共
有
し
て
い
た
。

そ
の
場
と
は
、
か
の
上
林
苑
な
ど
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
宮
廷
主
催
の
游
宴
で
あ
る
。
演
劇
的
要
素
を
多
分

に
含
む
前
漢
時
代
の
九
歌
型
歌
謡
も
、
現
存
作
品
の
作
者
や
制
作
背
景
な
ど
を
見
る
限
り
、
そ
の
披
露
の

場
は
、
基
本
的
に
は
上
流
階
級
の
宴
席
だ
っ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。「
古
詩
」
全
般
に
つ
い
て
も
同
様
で

あ
る

（

11
）

。
な
ら
ば
、
か
の
二
首
以
外
の
「
古
詩
」
と
九
歌
型
歌
謡
と
の
間
に
も
、
第
一
章
で
見
た
こ
と

と
同
じ
よ
う
な
影
響
関
係
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
目
線
で
探
索
し
て
み
る
と
、
た

と
え
ば
、
前
漢
の
武
帝
期
に
公
主
と
し
て
烏
孫
国
王
に
嫁
せ
ら
れ
た
劉
細
君
が
、
自
ら
の
境
遇
を
悲
し
ん
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で
作
っ
た
と
い
う
歌
（
『
漢
書
』
西
域
伝
下
）
に
い
う
「
吾
家
嫁
我
兮
天
一
方
（
私
の
家
は
私
を
天
の
彼
方

に
嫁
入
り
さ
せ
た
）
」
は
、「
行
行
重
行
行
」
詩
（
「
古
詩
十
九
首
」
其
一
）
に
い
う
「
相
去
万
餘
里
、
各
在

天
一
涯
（
互
い
に
万
里
余
り
も
隔
て
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
天
の
最
果
て
に
い
る
）
」
と
の
関
連
性
を
思
わ
せ
、

ま
た
同
じ
烏
孫
公
主
の
歌
に
い
う
「
願
為
黄
鵠
兮
帰
故
郷
（
黄
鵠
と
な
っ
て
故
郷
に
飛
ん
で
帰
り
た
い
）
」

は
、「
西
北
有
高
楼
」
詩
（
同
其
五
）
に
い
う
「
願
為
双
鳴
鶴
、
奮
翅
起
高
飛
（
一
対
の
鳴
く
鶴
と
な
っ
て
、

翅
を
奮
っ
て
高
く
飛
び
立
ち
た
い
）
」
を
髣
髴
と
さ
せ
、
更
に
こ
の
「
古
詩
」
の
句
は
、
前
漢
後
期
の
王
褒

の
「
九
懐
（
陶
壅
）
」（
『
楚
辞
』
所
収
）
に
い
う
「
将
奮
翼
兮
高
飛
（
さ
あ
翼
を
奮
っ
て
高
く
飛
び
立
と
う
）
」

と
の
つ
な
が
り
を
も
感
じ
さ
せ
る
。
た
だ
、
こ
こ
に
挙
げ
た
「
古
詩
」
と
九
歌
型
歌
謡
と
の
関
係
は
、
か

の
二
首
の
「
古
詩
」
に
お
け
る
『
楚
辞
』
九
歌
の
影
響
ほ
ど
に
は
、
全
面
的
か
つ
深
く
刻
印
さ
れ
た
も
の

で
も
な
い
し
、
ま
た
、
こ
の
他
に
同
じ
よ
う
な
事
例
が
豊
富
に
挙
げ
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
総
じ
て
、

「
古
詩
」
に
お
け
る
九
歌
型
歌
謡
と
の
関
係
性
は
、『
楚
辞
』
九
歌
と
の
そ
れ
ほ
ど
に
は
密
接
な
も
の
と
は

言
え
な
い
よ
う
で
あ
る

（

12
）

。
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
わ
け
だ
ろ
う
か
。 

 

そ
の
要
因
を
考
え
て
み
る
に
、「
古
詩
」
の
作
者
た
ち
は
、
九
歌
型
歌
謡
の
示
す
主
題
の
多
く
に
心
底
共

鳴
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
く
ら
眼
前
に
存
在
し
て
い
た
と
し
て

も
、
そ
の
価
値
を
認
め
な
い
者
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
存
在
し
な
い
に
等
し
い
。『
楚
辞
』
九
歌
が
演
じ
ら

れ
る
の
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
た
人
々
は
、
同
時
に
、
荊
軻
の
い
わ
ゆ
る
「
易
水
歌
」
や
劉
邦
の
「
大

風
歌
」
な
ど
が
歌
わ
れ
る
の
も
直
接
耳
に
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
の
心
性
や
審
美
眼
、
あ
る
い

は
そ
の
身
を
置
い
て
い
る
場
の
情
況
か
ら
す
る
に
、
刺
客
と
し
て
旅
立
つ
男
の
英
雄
的
悲
壮
感
や
、
天
下

平
定
に
向
け
て
昂
ぶ
る
志
を
詠
ず
る
皇
帝
の
心
境
に
は
、
正
直
な
と
こ
ろ
そ
れ
ほ
ど
心
を
惹
か
れ
ず
、
そ

の
た
め
に
、
こ
れ
を
「
古
詩
」
に
詠
ず
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。 

 

な
ら
ば
、
そ
の
「
古
詩
」
の
作
者
た
ち
と
は
ど
の
よ
う
な
人
々
か
。「
古
詩
」
数
十
首
は
、
長
い
歳
月
を

か
け
て
蓄
積
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
作
者
た
ち
を
一
言
で
括
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
た
だ
、

先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
そ
の
展
開
の
場
は
基
本
的
に
は
宴
席
で
あ
り
、
そ
こ
に
集
う
人
々
の
中
に
「
古

詩
」
の
作
者
が
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
っ
て
、
そ
の
系
譜
の
源
流
に
位
置
し
て
い
る
の
は
、
前
漢
時
代
の

後
宮
の
女
性
た
ち
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
る
。
先
ほ
ど
挙
げ
た
班
固
の
「
西
都
賦
」
に
は
、
上
林

苑
の
昆
明
地
で
舟
遊
び
に
興
ず
る
後
宮
の
女
性
た
ち
の
姿
が
見
え
て
い
た
が
、
演
じ
ら
れ
る
『
楚
辞
』
九

歌
を
楽
し
み
、
そ
の
一
場
面
を
五
言
の
リ
ズ
ム
に
乗
せ
て
詠
じ
た
の
は
、
皇
帝
の
游
宴
に
付
き
従
う
彼
女

た
ち
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
女
た
ち
の
知
的
レ
ベ
ル
が
か
な
り
高
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

太
子
時
代
（
前
六
八
―
前
四
九
）
の
元
帝
が
、
王
褒
の
「
甘
泉
頌
」「
洞
簫
頌
」
と
い
っ
た
作
品
を
後
宮
の

貴
人
た
ち
に
誦
読
さ
せ
て
い
た
と
い
う
逸
話
（
『
漢
書
』
王
褒
伝
）
や
、
成
帝
（
在
位
前
三
三
―
前
七
）
の

後
宮
に
入
っ
た
班
婕
妤
の
作
品
な
ど
か
ら
十
分
に
推
察
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
降
っ
て
魏
の
時
代
、『
魏
志
』

明
帝
紀
の
裴
松
之
注
に
引
く
『
魏
略
』
に
、
明
帝
に
よ
る
洛
陽
宮
の
増
改
築
に
関
連
し
て
、 

又
於
芳
林
園
中
起
陂
池
、
楫
櫂
越
歌
、
又
於
列
殿
之
北
、
立
八
坊
、
諸
才
人
以
次
序
處
其
中
、
貴
人

夫
人
以
上
、
轉
南
附
焉
、
其
秩
石
擬
百
官
之
數
。
帝
常
游
宴
在
内
、
乃
選
女
子
知
書
可
付
信
者
六
人
、

以
爲
女
尚
書
、
使
典
省
外
奏
事
、
處
當
畫
可
。
自
貴
人
以
下
至
尚
保
、
及
給
掖
庭
灑
掃
、
習
伎
歌
者
、

各
有
千
數
。
通
引
穀
水
過
九
龍
殿
前
、
爲
玉
井
綺
欄
、
蟾
蜍
含
受
、
神
龍
吐
出
。
使
博
士
馬
均
作
司
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南
車
、
水
轉
百
戲
。
歲
首
建
巨
獸
、
魚
龍
曼
延
、
弄
馬
倒
騎
、
備
如
漢
西
京
之
制
。 

ま
た
芳
林
園
中
に
た
め
池
を
作
り
、
櫂
を
操
り
な
が
ら
越
の
舟
歌
を
歌
わ
せ
、
ま
た
列
を
な
す
御

殿
の
北
側
に
八
つ
の
建
物
を
建
て
て
、
そ
の
中
に
才
人
た
ち
を
序
列
に
従
っ
て
住
ま
わ
せ
、
貴
人

夫
人
以
上
は
、
南
に
移
し
て
御
殿
付
き
と
し
、
彼
女
た
ち
の
俸
給
は
官
僚
の
禄
高
に
な
ぞ
ら
え
た
。

明
帝
は
い
つ
も
宮
中
で
游
宴
し
、
そ
の
際
に
は
文
字
を
知
り
信
頼
で
き
る
女
性
六
人
を
選
ん
で
女

尚
書
と
し
、
官
庁
外
の
奏
事
を
担
当
さ
せ
、
判
決
や
許
可
を
任
せ
た
。
貴
人
か
ら
尚
保
に
至
る
ま

で
の
女
官
、
及
び
後
宮
の
清
掃
に
当
た
る
者
、
歌
や
技
芸
を
習
う
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
千
人
単
位
で

あ
っ
た
。
穀
水
か
ら
水
を
引
い
て
九
龍
殿
の
前
を
巡
ら
せ
、
玉
作
り
の
井
桁
や
装
飾
を
凝
ら
し
た

欄
干
を
作
り
、
ガ
マ
ガ
エ
ル
の
彫
像
が
水
を
受
け
、
神
秘
の
龍
が
そ
れ
を
吐
き
出
し
た
。
博
士
の

馬
均
に
は
司
南
車
（
羅
針
盤
）
や
水
転
百
戯
（
水
力
で
動
く
人
形
）
を
作
ら
せ
た
。
元
旦
に
は
巨

大
な
獣
の
像
を
建
て
、
魚
龍
曼
延
、
弄
馬
倒
騎
の
雑
技
が
演
じ
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
は
全
て
前
漢
の

長
安
の
制
度
と
同
様
で
あ
っ
た
。 

と
記
す
の
も
、
前
漢
時
代
の
後
宮
の
女
性
た
ち
や
そ
の
周
辺
の
空
気
を
、
時
間
を
遡
っ
て
推
測
さ
せ
る
資

料
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。 

 

「
古
詩
」
の
最
も
古
い
作
者
た
ち
を
後
宮
の
女
性
と
推
定
す
る
こ
と
は
、
先
に
提
示
し
た
原
初
的
「
古

詩
」
六
首
の
内
容
か
ら
見
て
も
、
お
そ
ら
く
自
然
に
そ
の
妥
当
性
が
肯
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
「
渉
江
采
芙
蓉
」

「
庭
中
有
奇
樹
」
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
だ
が
、「
蘭
若
生
春
陽
」
は
昔
日
の
愛
情
を
失
っ
た
女

性
の
尽
き
せ
ぬ
思
い
、「
迢
迢
牽
牛
星
」
は
牽
牛
織
女
の
悲
恋
、「
青
青
河
畔
草
」「
明
月
何
皎
皎
」
は
孤
閨

を
守
る
女
性
の
寂
し
さ
を
詠
じ
て
お
り
、
眺
め
て
み
れ
ば
、
い
ず
れ
も
後
宮
の
女
性
た
ち
の
心
情
に
寄
り

添
う
内
容
の
詩
ば
か
り
で
あ
る
。
第
一
古
詩
群
と
い
う
括
り
も
、
そ
の
中
か
ら
更
に
抽
出
し
た
原
初
的
「
古

詩
」
な
る
詩
群
の
想
定
も
、
そ
の
作
者
の
究
明
と
い
う
問
題
意
識
と
は
関
わ
り
あ
わ
な
い
次
元
で
導
き
出

さ
れ
た
推
論
で
あ
っ
た
が
、
期
せ
ず
し
て
そ
の
終
着
点
は
一
致
す
る
結
果
と
な
っ
た
。 

  
 

 
 

む
す
び
に
か
え
て 

  

「
古
詩
」
の
中
で
も
最
古
層
の
部
類
に
属
す
る
二
首
の
詩
「
渉
江
采
芙
蓉
」「
庭
中
有
奇
樹
」
は
、
前
漢

時
代
、
皇
帝
主
催
の
游
宴
に
近
侍
す
る
後
宮
の
女
性
た
ち
の
間
で
誕
生
し
た
。
彼
女
た
ち
は
、
眼
前
で
演

じ
ら
れ
る
『
楚
辞
』
九
歌
の
世
界
に
魅
了
さ
れ
、
そ
の
印
象
的
な
一
場
面
と
特
徴
的
な
措
辞
と
を
、
自
分

た
ち
に
と
っ
て
は
な
じ
み
の
深
い
五
言
の
詩
歌

（

13
）

に
詠
み
換
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
本
稿
の
辿
り
着

い
た
結
論
だ
が
、
同
じ
よ
う
に
、
「
迢
迢
牽
牛
星
」
「
青
青
河
畔
草
」
の
両
詩
も
ま
た
、
前
漢
の
後
宮
の
女

性
た
ち
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
し

（

14
）

、
そ
の
他
の
原
初
的
「
古
詩
」
二
首
も
、
辞
句
の
素

朴
さ
、
詠
じ
ら
れ
た
内
容
な
ど
か
ら
見
て
、
基
本
的
に
は
そ
の
出
自
は
近
し
い
と
こ
ろ
に
あ
る
と
見
て
よ

い
だ
ろ
う
。「
古
詩
」
誕
生
の
場
は
、
か
か
る
女
性
た
ち
を
交
え
た
前
漢
時
代
の
游
宴
空
間
で
あ
っ
た
と
推

定
さ
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
「
古
詩
」
の
本
質
は
、
そ
の
始
原
か
ら
し
て
娯
楽
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。 

 

そ
の
後
、
游
宴
の
場
は
宮
廷
内
か
ら
そ
の
外
へ
と
広
が
っ
て
ゆ
き
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
宴
席
を
彩
る
「
古

詩
」
も
ま
た
様
々
な
方
面
へ
と
そ
の
享
受
者
や
継
承
者
を
拡
大
し
て
い
っ
た
が
、
娯
楽
的
文
芸
で
あ
る
と
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い
う
そ
の
本
質
は
、
終
始
一
貫
し
て
失
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
後
漢
末
に
出
現
し
た

建
安
文
壇
に
お
け
る
五
言
詩
の
勃
興
も
、
こ
う
し
た
漢
代
五
言
詩
の
系
譜
の
外
に
突
然
変
異
的
に
生
じ
た

現
象
で
は
あ
り
得
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
建
安
詩
と
「
古
詩
」
と
の
間
に
は
歴
然
と
し
た
質
的
差
異
が
存
在

す
る
の
だ
が
、
そ
の
落
差
の
来
源
や
そ
の
意
義
も
、
両
者
の
連
続
性
を
視
野
に
入
れ
て
こ
そ
始
め
て
焦
点

を
結
ぶ
だ
ろ
う
。
本
稿
が
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
そ
の
建
安
文
壇
へ
と
至
る
漢
代
五
言
詩
史
の

出
発
点
で
あ
る
。 

 

付
記 

 

本
稿
は
、
平
成
十
九
年
十
一
月
十
八
日
、
斯
文
会
館
で
開
催
さ
れ
た
第
十
一
回
六
朝
学
術
学
会
大
会
で

の
口
頭
発
表
「
原
初
的
「
古
詩
」
の
性
格
―
『
楚
辞
』
九
歌
と
の
関
わ
り
を
手
が
か
り
と
し
て
―
」
に
、

更
な
る
検
討
を
加
え
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ご
助
言
ご
意
見
を
賜
っ
た
先
生
方
に
、
心
か
ら
御
礼
を
申

し
上
げ
ま
す
。 

 

な
お
、
本
稿
は
、
平
成
二
十
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
Ｃ
）「
漢
代
五
言
詩
歌
の
伝
播
と
そ

の
文
学
的
昇
華
の
過
程
に
関
わ
る
研
究
」
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。 

 

注 （
1
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
稿
「
「
古
詩
」
源
流
初
探
―
第
一
古
詩
群
の
成
立
―
」
（
『
中

国
中
世
文
学
研
究
』
第
四
十
三
号
、
二
〇
〇
三
年
）
、
及
び
「
「
古
詩
」
誕
生
の
場
」
（
『
中
国
中
世

文
学
研
究
』
第
四
十
五･

四
十
六
合
併
号
、
二
〇
〇
四
年
）
に
て
お
お
よ
そ
の
推
論
を
示
し
て
い
る
。

本
稿
は
、
そ
の
推
論
の
不
備
を
補
填
し
よ
う
と
す
る
側
面
も
持
つ
。 

（
2
）
前
掲
注
（
１
）
に
挙
げ
た
拙
稿
二
篇
、
及
び
「
陸
機
擬
す
る
所
の
古
詩
に
つ
い
て
」（
『
中
国
文
学

論
集
』
第
二
十
八
号
、
一
九
九
九
年
）
、
「
漢
代
五
言
詩
歌
と
死
後
の
世
界
」
（
『
中
国
文
学
論
集
』

第
三
十
六
号
、
二
〇
〇
七
年
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

（
3
）
こ
の
詩
は
、
『
文
選
』
巻
二
十
九
、
「
古
詩
十
九
首
」
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
西
晋

の
陸
機
の
「
擬
古
詩
」
十
二
首
（
『
文
選
』
巻
三
十
）
が
模
擬
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

本
来
「
古
詩
」
と
称
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
以
下
の
本
文
で
比
較
的
古
い
「
古

詩
」
と
し
て
挙
げ
た
他
の
五
篇
も
全
て
、
こ
の
「
蘭
若
生
春
陽
」
と
同
じ
く
、『
玉
台
新
詠
』
巻
一

で
は
前
漢
の
枚
乗
の
「
雑
詩
」
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
象
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
陸
機
擬
す
る
所
の
古
詩
に
つ
い
て
」
（
前
掲
注
２
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

（
4
）『
楚
辞
』
九
歌
の
演
劇
性
に
つ
い
て
は
、
藤
野
岩
友
『
巫
系
文
学
論
』（
大
学
書
房
、
一
九
五
一
年
）

の
「
神
舞
劇
文
学
」
の
章
が
、
青
木
正
児
「
楚
辞
九
歌
の
舞
曲
的
結
構
」
（
『
青
木
正
児
全
集
２
』

所
収
）
を
始
め
と
す
る
先
行
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
詳
細
か
つ
画
期
的
な
論
を
展
開
し
て
い
る
。 

（
5
）
代
表
的
な
先
行
研
究
と
し
て
、
藤
野
前
掲
書
（
注
4
）
一
六
八
―
一
七
二
頁
、
星
川
清
孝
『
楚
辞

の
研
究
』
（
養
徳
社
、
一
九
六
一
年
）
一
一
〇
―
一
一
四
頁
、
竹
治
貞
夫
『
楚
辞
研
究
』
（
風
間
書

房
、
一
九
七
八
年
）
四
四
八
―
四
五
〇
頁
、
そ
し
て
、
鈴
木
修
次
『
漢
魏
詩
の
研
究
』（
大
修
館
書

店
、
一
九
六
七
年
）
の
第
一
章
、
第
一
項
「
楚
風
の
詩
歌
の
系
譜
」
が
あ
る
。 
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（
6
）
宮
崎
市
定
「
身
振
り
と
文
学
―
史
記
成
立
に
つ
い
て
の
一
試
論
―
」
（
初
出
は
『
中
国
文
学
報
』

第
二
十
冊
、
一
九
六
五
年
四
月
。
『
宮
崎
市
定
全
集
５
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
に
収
載
）
は
、

『
史
記
』
に
頻
見
す
る
同
一
語
句
の
反
復
、
繰
り
返
し
の
動
作
を
逐
一
記
そ
う
と
す
る
そ
の
文
体

な
ど
に
着
目
し
、『
史
記
』
の
中
に
は
身
振
り
を
伴
う
口
承
文
芸
が
豊
富
に
流
れ
込
ん
で
い
る
の
で

は
な
い
か
と
の
推
論
を
提
示
し
て
い
る
。
な
お
、
宮
崎
論
文
は
九
歌
型
歌
謡
に
つ
い
て
は
言
及
し

て
い
な
い
。 

（
7
）
宮
崎
前
掲
論
文
。 

（
8
）
藤
野
前
掲
書
（
注
4
）
一
七
二
頁
、
及
び
一
七
九
―
一
八
〇
頁
。 

（
9
）
こ
の
場
面
は
、
同
じ
原
初
的
「
古
詩
」
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
「
迢
迢
牽
牛
星
」
詩
に
詠
み
込
ま

れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
民
国
時
代
に
お
け
る
五
言
古
詩
の
研
究
―

そ
の
成
立
年
代
を
巡
る
論
争
を
中
心
に
―
」
（
『
広
島
女
子
大
学
国
際
文
化
学
部
紀
要
』
第
十
号
、

二
〇
〇
二
年
）
、
及
び
「
「
古
詩
」
誕
生
の
場
」
（
前
掲
注
1
）
で
す
で
に
論
じ
た
。 

（
10
）
逯
欽
立
『
先
秦
漢
魏
晋
南
北
朝
詩
』
（
中
華
書
局
、
一
九
八
三
年
）
九
五
頁
を
参
照
。 

（
11
）
「
古
詩
」
の
展
開
の
場
と
な
っ
た
の
が
、
両
漢
代
の
上
流
階
級
が
催
す
宴
席
で
あ
っ
た
と
い
う
推

論
は
、
す
で
に
幾
篇
か
の
拙
稿
（
前
掲
注
1
、
2
）
で
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
。 

（
12
）
本
稿
で
は
、
前
漢
時
代
の
九
歌
型
歌
謡
に
限
っ
て
考
察
し
た
が
、
後
漢
時
代
の
そ
れ
に
な
る
と
、

「
古
詩
」
と
の
影
響
関
係
は
ほ
と
ん
ど
見
出
せ
な
く
な
る
。
そ
の
原
因
の
一
つ
と
し
て
、
九
歌
型

歌
謡
が
次
第
に
文
学
的
に
格
上
げ
さ
れ
て
い
っ
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
思

う
。
た
と
え
ば
、
班
固
の
「
両
都
賦
」（
『
文
選
』
巻
一
）
の
末
尾
に
は
、
四
言
の
「
明
堂
詩
」「
辟

雍
詩
」
「
霊
台
詩
」
に
並
ん
で
、
九
歌
型
の
「
宝
鼎
詩
」
「
白
雉
詩
」
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

は
、
『
詩
経
』
に
淵
源
を
持
つ
四
言
詩
に
、
『
楚
辞
』
に
由
来
す
る
九
歌
型
の
詩
を
配
せ
ん
と
す
る

意
識
の
所
産
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
当
時
の
文
学
の
主
流
で
あ
る
賦
の
中
に
、
九
歌
型
の
句
型
が
織

り
込
ま
れ
る
例
は
珍
し
く
な
い
。
賦
も
九
歌
型
歌
謡
も
、
と
も
に
『
楚
辞
』
に
発
す
る
文
体
で
あ

る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
極
め
て
自
然
な
成
り
行
き
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
一
方
、
「
古
詩
」

は
後
漢
当
時
、
相
変
わ
ら
ず
文
学
の
表
舞
台
に
は
立
ち
得
て
い
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
格
差
が
、

両
者
の
関
係
を
疎
遠
な
も
の
に
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

（
13
）
五
言
の
歌
謡
は
、
前
漢
時
代
の
後
宮
の
女
性
た
ち
や
佞
幸
の
楽
人
た
ち
の
間
で
ま
ず
愛
好
さ
れ
た
。

岡
村
繁
「
五
言
詩
の
文
学
的
定
着
の
過
程
」
（
『
九
州
中
国
学
会
報
』
第
十
七
巻
、
一
九
七
一
年
）

を
参
照
。 

（
14
）
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
稿
「
「
古
詩
」
誕
生
の
場
」（
前
掲
注
1
）
で
一
応
の
論
拠
を

示
し
て
い
る
。 

 

こ
の
論
稿
は
、『
六
朝
学
術
学
会
報
』
第
一
〇
集
（
二
〇
〇
九
年
）
に
投
稿
し
た
も
の
で
す
。

公
刊
さ
れ
た
も
の
と
は
字
句
に
若
干
の
異
同
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
本
サ
イ
ト
内
［
論
著

等
と
そ
の
概
要
］
の
［
学
術
論
文
］
の
№2

7

に
挙
げ
た
も
の
で
す
。 

 


