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貴
族
制
の
萌
芽
と
建
安
文
壇 

柳
川 

順
子 

  

は
じ
め
に 

  

後
漢
末
、
貴
族
制
社
会
の
基
盤
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
の
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
、
文
学
の
方
面
で
も
あ
る
画

期
的
な
出
来
事
が
起
こ
っ
た
。
そ
れ
は
、
魏
の
創
始
者
曹
操
を
主
催
者
と
し
て
、
そ
の
子
曹
丕
・
曹
植
の
下
に
当

代
第
一
級
の
文
人
た
ち
が
集
う
、
い
わ
ゆ
る
建
安
文
壇
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
錚
々
た
る
文
人
た
ち
が
そ

の
才
を
競
い
合
っ
た
こ
の
文
壇
は
、
後
世
に
残
る
幾
多
の
五
言
詩
作
品
を
生
み
出
し
、
そ
の
後
も
魏
晋
南
北
朝
時

代
を
通
し
て
、
繰
り
返
し
追
想
さ
れ
、
仰
ぎ
見
ら
れ
る
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
で
あ
り
続
け
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
建
安

文
壇
の
中
に
、
は
た
し
て
貴
族
制
社
会
の
萌
芽
と
連
動
す
る
何
ら
か
の
特
質
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。 

 

建
安
文
学
を
特
徴
付
け
る
の
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
五
言
詩
の
興
隆
で
あ
り
、
そ
れ
は
文
人
た
ち
の
集
団
的
創
作

活
動
の
所
産
で
あ
っ
た(1

)

。
こ
の
こ
と
は
、
多
く
の
論
者
に
共
有
さ
れ
て
い
る
基
本
認
識
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
建
安
詩
よ
り
前
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
古
詩
十
九
首
」
に
代
表
さ
れ
る
詠
み
人
知
ら
ず
の
五
言
詩
群
や
、

五
言
句
を
多
く
含
む
詠
み
人
知
ら
ず
の
歌
辞
群
、
古
楽
府
が
あ
っ
た
こ
と
も
周
知
の
と
お
り
だ
。
従
来
は
、
こ
れ

ら
の
漢
代
詩
歌
を
お
お
よ
そ
後
漢
後
期
の
産
物
と
捉
え(2

)

、
建
安
の
五
言
詩
は
、
こ
う
し
た
隣
接
す
る
時
代
の
民

間
文
学
か
ら
清
新
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
吸
い
上
げ
て
成
っ
た
も
の
だ
と
す
る
論
が
多
く
の
賛
同
者
を
集
め
て
き
た
よ

う
に
思
う(3

)

。 

 

だ
が
、
知
識
人
に
よ
る
五
言
詩
の
制
作
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
実
は
建
安
年
間
よ
り
も
か
な
り
早
い
時
期
に

ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
し
か
も
そ
の
詩
作
活
動
は
、
建
安
詩
の
そ
れ
と
同
じ
く
、
有
力
者
の
下
に
複
数
の

知
識
人
が
集
う
宴
席
で
為
さ
れ
た
可
能
性
が
非
常
に
高
い
。
つ
ま
り
、
建
安
文
壇
に
お
い
て
画
期
的
と
見
ら
れ
た

事
象
の
多
く
は
、
既
に
漢
代
文
学
に
も
認
め
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
建
安
文
学
は
、
こ

う
し
た
前
代
か
ら
の
趨
勢
の
延
長
線
上
に
、
改
め
て
そ
の
歴
史
的
位
置
を
捉
え
な
お
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ

こ
に
は
、
漢
代
か
ら
伏
流
す
る
部
分
も
、
ま
た
前
代
と
は
決
定
的
に
異
な
る
新
し
い
要
素
も
見
出
せ
よ
う
。
建
安

文
壇
の
特
質
は
、
こ
の
よ
う
に
長
い
ス
パ
ン
で
そ
の
来
歴
を
捉
え
て
こ
そ
、
始
め
て
明
瞭
に
そ
の
像
を
結
ぶ
の
だ

と
筆
者
は
考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
に
も
し
中
世
貴
族
社
会
的
徴
候
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

漢
代
文
学
か
ら
の
質
的
転
換
の
中
に
こ
そ
現
れ
出
て
い
る
に
違
い
な
い
。
こ
う
し
た
見
通
し
の
も
と
、
建
安
文
壇

を
特
徴
付
け
る
五
言
詩
の
興
隆
に
焦
点
を
絞
り
、
そ
の
歴
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ

る
。 

 

一 

漢
代
五
言
詩
歌
と
建
安
詩
と
の
連
続
性
（
１
）
―
宴
の
詩
― 

  

建
安
文
学
の
最
大
の
特
徴
は
、
先
に
も
示
し
た
と
お
り
、
集
団
的
文
学
活
動
に
お
け
る
五
言
詩
の
盛
行
と
い
う

事
象
に
あ
る
が
、
こ
の
種
の
建
安
詩
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
典
故
表
現
的
に
踏
ま
え
ら
れ
る
の
が
漢
代
の
古
詩
・

古
楽
府
で
あ
る
。
今
、
そ
の
一
例
と
し
て
、
建
安
七
子
の
一
人
、
応
瑒
の
「
侍
五
官
中
郎
将
建
章
台
集
詩
」
（『
文

選
』
巻
二
十
）
を
挙
げ
て
み
よ
う
。 
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朝
雁
鳴
雲
中 

 

朝
の
雁
が
雲
の
中
で
鳴
い
て
い
る
、 

音
響
一
何
哀 

 
 
 

そ
の
声
の
響
き
の
な
ん
と
哀
し
げ
な
こ
と
だ
ろ
う
。 

問
子
遊
何
郷 

 
 
 

問
い
か
け
て
み
る
、「
そ
な
た
は
ど
ち
ら
の
土
地
に
遊
び
、 

戢
翼
正
徘
徊 

 
 
 

翼
を
た
た
ん
で
今
行
き
つ
戻
り
つ
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
す
か
」
と
。 

言
我
寒
門
来 

 
 
 

答
え
て
言
う
に
は
、「
私
は
極
北
の
寒
門
山
か
ら
や
っ
て
き
て
、 

将
就
衡
陽
棲 

 
 
 

こ
れ
か
ら
南
方
の
衡
陽
に
身
を
寄
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。 

往
春
翔
北
土 

 
 
 

昨
春
は
、
北
の
大
地
に
飛
翔
し
、 

今
冬
客
南
淮 

 
 
 

今
年
の
冬
は
南
の
淮
水
の
あ
た
り
に
仮
住
ま
い
し
ま
し
た
。 

遠
行
蒙
霜
雪 

 
 
 

遠
い
道
の
り
を
旅
し
て
、
霜
や
雪
を
身
に
被
り
、 

毛
羽
日
摧
頽 

 
 
 

羽
毛
は
日
々
砕
け
落
ち
て
ゆ
き
ま
し
た
。 

常
恐
傷
肌
骨 

 
 
 

い
つ
も
心
配
で
な
ら
な
い
の
は
、
皮
膚
や
骨
格
を
傷
つ
け
て
、 

身
隕
沈
黄
泥 

 
 
 

落
ち
ぶ
れ
果
て
た
こ
の
身
が
黄
色
く
濁
っ
た
泥
に
ま
み
れ
て
沈
む
こ
と
で
す
。 

簡
珠
堕
沙
石 

 
 
 

大
ぶ
り
の
珠
玉
が
沙
石
の
間
に
落
ち
て
し
ま
っ
た
ら
、 

何
能
中
自
諧 

 
 
 

ど
う
し
て
そ
う
し
た
環
境
の
中
で
自
適
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。 

欲
因
雲
雨
会 

 
 
 

雲
雨
の
恵
み
に
す
が
っ
て
、 

濯
翼
陵
高
梯 

 
 
 

翼
を
洗
い
清
め
、
高
い
階
梯
を
上
っ
て
ゆ
き
た
い
と
願
い
ま
す
」
と
。 

良
遇
不
可
値 

 
 
 

よ
き
巡
り
合
わ
せ
に
は
な
か
な
か
出
会
え
な
い
も
の
だ
が
、 

伸
眉
路
何
階 

 
 
 

愁
眉
を
開
く
よ
う
な
境
遇
を
得
る
に
は
、
ど
の
よ
う
な
道
を
取
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。 

公
子
敬
愛
客 

 
 
 

若
様
は
客
人
た
ち
を
手
厚
く
も
て
な
し
て
く
だ
さ
っ
て
、 

楽
飲
不
知
疲 

 
 
 

楽
し
く
酒
を
酌
み
交
わ
し
て
疲
れ
を
知
ら
な
い
か
の
よ
う
だ
。 

和
顔
既
以
暢 

 
 
 

和
ら
い
だ
お
顔
は
も
う
十
分
に
く
つ
ろ
い
で
、 

乃
肯
顧
細
微 

 
 
 

そ
の
上
ご
自
身
か
ら
進
ん
で
微
賤
の
者
に
ま
で
目
を
か
け
て
く
だ
さ
る
。 

贈
詩
見
存
慰 

 
 
 

詩
を
お
贈
り
し
た
と
こ
ろ
、
あ
り
が
た
い
お
言
葉
を
か
け
て
く
だ
さ
っ
た
が
、 

小
子
非
所
宜 

 
 
 

小
生
に
は
非
常
に
も
っ
た
い
な
い
こ
と
だ
。 

為
且
極
歓
情 

 
 
 

そ
こ
で
、
若
様
の
た
め
に
し
ば
し
宴
の
喜
び
を
味
わ
い
尽
く
す
こ
と
に
し
よ
う
。 

不
酔
其
無
帰 

 
 
 

「
酔
は
ず
ん
ば
其
れ
帰
る
こ
と
無
か
れ
」（『
詩
経
』
小
雅
「
湛
露
」）
と
か
の
詩
人
も
言
っ

て
い
る
で
は
な
い
か
。 

凡
百
敬
爾
位 

 
 
 

そ
の
辺
の
凡
百
の
者
た
ち
よ
、
汝
ら
の
官
位
職
務
に
謹
ん
で
励
み
、 

以
副
飢
渇
懐 

 
 
 

そ
う
し
て
も
っ
て
、
若
様
の
切
な
る
思
い
に
お
応
え
し
よ
う
で
は
な
い
か
。 

 

 

今
、
こ
の
詩
の
中
で
、
漢
代
古
詩
・
古
楽
府
を
踏
ま
え
た
表
現
を
列
挙
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず
二
句
目
「
音
響
一

何
悲
（
音
響
一
に
何
ぞ
悲
し
き
）」
は
、
古
詩
「
西
北
有
高
楼
」（『
文
選
』
巻
二
十
九
「
古
詩
十
九
首
」
其
五
）、
及

び
「
東
城
高
且
長
」（
同
「
十
九
首
」
其
十
二
）
に
同
一
句
が
見
え
て
い
る
。「
西
北
有
高
楼
」
詩
は
、
そ
の
「
中
曲

正
徘
徊
（
中
曲
に
し
て
正
に
徘
徊
す
）」
と
い
う
句
が
、
本
詩
の
四
句
目
「
戢
翼
正
徘
徊
（
翼
を
戢
め
て
正
に
徘
徊

す
）」
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
よ
う
だ
。
十
句
目
「
毛
羽
日
摧
頽
（
毛
羽 

日
に
摧
頽
す
）」
は
、
古
楽
府
「
艶

歌
何
嘗
行
」（『
宋
書
』
巻
二
十
一
・
楽
志
三
）
に
ほ
ぼ
同
一
の
句
が
認
め
ら
れ
、
こ
の
古
楽
府
に
描
か
れ
た
、
つ
れ

あ
い
を
失
っ
た
白
鵠
の
「
六
里
一
裴
回
（
六
里
に
し
て
一
た
び
裴
回
す
）」
と
い
う
有
様
は
、
先
に
も
触
れ
た
本
詩

の
第
四
句
に
も
響
い
て
い
る
よ
う
に
感
受
さ
れ
る
。
ま
た
、
十
一
・
十
二
句
目
「
常
恐
傷
肌
骨
、
身
隕
沈
黄
泥
（
常

に
恐
る 

肌
骨
を
傷
り
て
、
身
は
隕
ち
て
黄
泥
に
沈
ま
ん
こ
と
を
）」
は
、
そ
の
措
辞
が
古
楽
府
「
長
歌
行
」（『
文
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選
』
巻
二
十
七
）
に
い
う
「
常
恐
秋
節
至
、
焜
黄
華
葉
衰
（
常
に
恐
る 

秋
節
の
至
り
て
、
焜
黄
と
し
て
華
葉
の
衰

へ
ん
こ
と
を
）」
を
髣
髴
と
さ
せ
る
。
な
お
、「
長
歌
行
」
に
い
う
「
常
恐
秋
節
至
」
は
、
班
婕
妤
「
怨
歌
行
」（
『
文

選
』
巻
二
十
七
）
の
同
一
句
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ(4

)

、
類
似
す
る
措
辞
は
、
他
の
建
安
詩
、
た
と
え
ば
阮
瑀

の
佚
詩
（『
藝
文
類
聚
』
巻
十
八
）
に
「
常
恐
時
歳
尽
、
魂
魄
忽
高
飛
（
常
に
恐
る 

時
歳
尽
き
て
、
魂
魄 

忽
と

し
て
高
飛
せ
ん
こ
と
を
）」、
劉
楨
の
「
贈
五
官
中
郎
将
詩
四
首
」
其
二
（『
文
選
』
巻
二
十
三
）
に
も
「
常
恐
遊
岱

宗
、
不
復
見
故
人
（
常
に
恐
る 

岱
宗
に
遊
び
て
、
復
び
は
故
人
に
見
え
ざ
ら
ん
こ
と
を
）」
と
見
え
て
い
る
。
更

に
、
前
半
に
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
問
答
体
に
古
楽
府
の
影
響
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
ス
タ

イ
ル
が
漢
代
古
楽
府
に
広
く
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
夙
に
先
学
の
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る(5

)

。 

 

他
方
、
同
時
代
の
他
の
詩
と
の
繋
が
り
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
本
詩
の
十
九
・
二
十
句
目
「
公
子
敬
愛
客
、

楽
飲
不
知
疲
（
公
子 

客
を
敬
愛
し
、
飲
を
楽
し
み
て
疲
れ
を
知
ら
ず
）」
は
、
曹
植
の
「
公
讌
詩
」（『
文
選
』
巻

二
十
）
に
い
う
「
公
子
敬
愛
客
、
終
宴
不
知
疲
（
公
子 

客
を
敬
愛
し
、
宴
を
終
ふ
る
ま
で
疲
れ
を
知
ら
ず
）」
と

酷
似
し
て
い
る(6

)

。
こ
の
フ
レ
ー
ズ
は
特
に
典
拠
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
ま
で
よ
く

似
た
表
現
が
共
有
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
し
か
し
た
ら
両
詩
が
同
一
の
場
で
競
作
さ
れ
た
可
能
性
を
示

唆
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
近
似
す
る
辞
句
を
踏
襲
し
合
う
こ
と
は
、
こ
う
し
た
社
交
的
場
面
で
は
極
め
て

効
果
的
か
つ
常
套
的
な
言
語
遊
戯
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る(7

)
。 

 

さ
て
、
こ
の
作
品
は
そ
の
題
が
示
す
と
お
り
、
応
瑒
が
五
官
中
郎
将
曹
丕
の
催
す
建
章
台
の
集
い
に
参
列
し
た

際
に
作
ら
れ
た
、
一
種
の
公
讌
詩
で
あ
る
が
、「
公
讌
詩
」
と
題
す
る
作
品
は
、
前
掲
の
曹
植
の
詩
以
外
に
も
、
王

粲
、
劉
楨
、
阮
瑀
に
も
見
え
て
お
り(8

)

、
そ
れ
ら
の
全
て
が
五
言
詩
で
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、

当
時
、
公
的
な
場
に
お
け
る
詩
の
や
り
取
り
は
、『
詩
経
』
以
来
の
伝
統
を
持
つ
四
言
詩
を
以
て
行
わ
れ
る
の
が
通

例
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
建
安
文
壇
成
立
以
前
の
中
原
の
文
人
た
ち
、
三
国
時
代
の
呉
や
蜀
の
知
識
人
た
ち
、
魏

の
後
を
受
け
た
西
晋
王
朝
の
詩
人
た
ち
、
そ
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
圧
倒
的
主
流
を
占
め
て
い
る
の
は
四
言
詩

で
あ
る(9

)

。
と
こ
ろ
が
、
建
安
詩
人
た
ち
の
場
合
は
多
く
五
言
詩
型
を
取
り
、
ま
た
、
先
の
応
瑒
の
詩
に
見
る
よ

う
に
、
そ
の
辞
句
に
は
漢
代
の
新
興
文
芸
、
古
詩
や
古
楽
府
が
し
ば
し
ば
織
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う

し
て
み
る
と
、
漢
魏
晋
の
間
に
お
い
て
、
建
安
詩
の
方
が
よ
ほ
ど
突
出
し
た
例
外
的
傍
流
で
あ
っ
た
の
だ
と
判
断

さ
れ
よ
う
。 

 

そ
れ
で
は
、
社
交
的
な
場
に
お
け
る
五
言
詩
の
制
作
は
、
建
安
文
壇
に
至
っ
て
始
め
て
起
こ
っ
た
こ
と
な
の
か

と
言
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
漢
代
五
言
詩
歌
史
に
つ
い
て
、
筆
者
の
こ
れ
ま
で
の
所

論
を
か
い
つ
ま
ん
で
紹
介
す
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る(1

0
)

。
漢
代
古
詩
の
中
に
は
、
別
格
扱
い
の
古
典
的
一
群
が

存
在
す
る
。
こ
の
一
群
に
属
す
る
詩
の
最
も
古
い
も
の
は
、
前
漢
後
期
、
後
宮
の
女
性
た
ち
の
間
で
誕
生
し
、
離

情
を
テ
ー
マ
と
す
る
そ
れ
ら
の
古
詩
は
、
宴
席
に
甘
美
な
悲
哀
感
興
を
も
た
ら
す
文
芸
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。

後
に
そ
れ
は
、
宴
席
と
い
う
場
を
介
し
て
、
そ
こ
に
参
列
す
る
男
性
知
識
人
た
ち
の
間
に
も
広
が
っ
て
ゆ
き
、
後

漢
初
め
頃
に
は
、
宴
の
場
そ
の
も
の
に
言
及
し
つ
つ
、
そ
こ
に
集
う
者
た
ち
の
青
雲
の
志
を
詠
ず
る
詩
が
登
場
す

る
に
至
っ
た
。
た
と
え
ば
「
今
日
良
宴
会
」（「
古
詩
十
九
首
」
其
四
）
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
他
方
、
古
楽
府
も
ま

た
上
流
階
級
の
宴
席
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
後
漢
の
あ
る
時
期
以
降
、
宴
席
に
連
な
る
知
識
人
た

ち
を
媒
介
と
し
て
、
そ
の
生
成
展
開
の
場
を
同
じ
く
す
る
古
詩
と
出
会
い
、
両
者
が
相
乗
り
入
れ
て
成
っ
た
作
品

も
出
現
し
た
。
先
に
言
及
し
た
「
長
歌
行
」
な
ど
は
そ
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
知
識
人
た
ち
は
、
建
安
年
間
か
ら
二
百
年
近
く
も
遡
っ
た
後
漢
初
頭
、
宴
席
と
い
う
娯
楽
的
社

交
空
間
に
お
い
て
、
既
に
五
言
詩
制
作
に
手
を
染
め
て
い
た
。
そ
し
て
、
後
漢
時
代
を
通
し
て
、
俗
楽
歌
辞
を
含

め
た
五
言
詩
歌
は
、
宴
席
文
芸
と
し
て
彼
ら
の
間
で
少
な
か
ら
ず
盛
行
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
李
陵
・
蘇
武
の
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名
に
仮
託
さ
れ
た
五
言
詩
群
（『
文
選
』
巻
二
十
九
）
を
は
じ
め(1

1
)

、
漢
代
詠
み
人
知
ら
ず
の
五
言
詩
歌
群
の
中

に
は
、
こ
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
が
相
当
数
あ
る
に
違
い
な
い
。
建
安
文
壇
に
お
け
る
五
言
詩
の
隆
盛
は
、
ま
さ

し
く
こ
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。
建
安
詩
人
た
ち
が
そ
の
五
言
詩
に
し
ば
し
ば
古
詩
・
古
楽

府
を
踏
ま
え
る
の
は
、
そ
の
系
譜
か
ら
見
て
、
極
め
て
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。 

 

二 

漢
代
五
言
詩
歌
と
建
安
詩
と
の
連
続
性
（
２
）
―
閨
怨
詩
― 

  

建
安
文
壇
に
お
け
る
五
言
詩
の
制
作
は
、
漢
代
の
宴
席
文
芸
に
そ
の
ル
ー
ツ
を
求
め
得
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の

系
譜
は
漢
代
の
四
言
詩
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
四
言
は
知
識
人
た
ち
の

公
的
な
言
志
の
文
学
、
五
言
は
彼
ら
の
私
的
娯
楽
文
芸
と
し
て
、
長
ら
く
並
び
行
わ
れ
て
い
た
と
捉
え
る
の
が
妥

当
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、
後
漢
後
期
に
な
る
と
、
た
と
え
ば
酈
炎
（
一
五
〇―

一
七
七
）
の
よ
う
に
、

そ
の
志
気
を
五
言
詩
に
託
し
た
（『
後
漢
書
』
巻
八
十
下
・
文
苑
伝
下
）
文
人
も
複
数
現
れ
て
く
る
。
だ
が
、
そ
れ

は
詩
の
世
界
が
四
言
か
ら
五
言
に
シ
フ
ト
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
双
方
が
並
行
す
る
状
況
の
中
、
五
言
詩

に
対
す
る
知
識
人
た
ち
の
意
識
に
少
し
く
変
化
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
両
者
の
関
係
性
は
漢
魏
晋
の

時
代
、
基
本
的
に
は
上
述
の
ご
と
く
一
貫
し
て
い
た
と
見
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
先
に

も
示
し
た
よ
う
に
、
魏
の
前
後
の
時
代
、
及
び
魏
を
取
り
囲
む
周
辺
の
地
域
、
そ
し
て
他
な
ら
ぬ
魏
の
文
学
の
一

側
面
に
お
い
て
、
四
言
詩
が
健
在
で
あ
る
こ
と
の
説
明
が
つ
か
な
い
。 

 

そ
れ
で
は
、
五
言
詩
は
な
ぜ
長
い
間
、
四
言
詩
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
副
次
的
位
置
に
あ
り
続
け
た
の
だ
ろ
う

か
。
も
っ
と
い
え
ば
、
な
ぜ
五
言
詩
は
長
ら
く
文
学
史
の
表
舞
台
に
現
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ

こ
で
想
起
さ
れ
た
い
の
が
、
五
言
詩
の
祖
た
る
古
詩
の
出
自
で
あ
る
。
先
述
の
と
お
り
、
古
詩
は
そ
も
そ
も
後
宮

の
女
性
た
ち
の
間
で
誕
生
し
た
と
推
定
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
テ
ー
マ
は
一
様
に
、
思
い
を
寄
せ
る
人
と
の
離
別
の
悲

し
み
で
あ
っ
た
。
原
初
的
古
詩
を
蓋
う
こ
の
情
感
は
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
が
宴
に
集
う
知
識
人
た
ち
の
間
に
広
が
っ

て
い
っ
た
後
も
、
彼
ら
の
詠
じ
た
宴
の
詩
と
並
行
し
て
誦
み
継
が
れ
、
更
に
は
そ
れ
を
祖
述
す
る
後
続
作
品
も
少

な
か
ら
ず
生
ま
れ
て
い
る(1

2
)

。
漢
代
当
時
の
五
言
詩
が
纏
っ
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
こ
の
古
詩
の
来
歴
を
離
れ
て

は
あ
り
得
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
た
と
え
ば
後
漢
末
の
混
乱
期
、
肉
親
や
親
し
い
友
人
た
ち
と
の
別
れ

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
知
識
人
た
ち
が
、
離
情
を
詠
ず
る
古
詩
を
、
自
ら
の
悲
惨
な
境
遇
と
重
ね
合
わ
せ
て
捉
え
直

す
と
い
う
こ
と
は
多
々
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
五
言
詩
が
そ
の
出
自
ゆ
え
に
醸
し
出
す
艶
め
い
た
感

傷
と
消
閑
的
娯
楽
性
は
、
漢
末
に
至
る
ま
で
終
始
消
え
る
こ
と
な
く
人
々
に
感
受
さ
れ
続
け
て
い
た
。
だ
か
ら
こ

そ
四
言
詩
は
、
そ
う
し
た
五
言
詩
に
易
々
と
そ
の
座
を
譲
り
渡
す
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
だ
ろ

う
い
か
。
五
言
詩
が
、
二
百
年
以
上
も
の
間
、
詠
み
人
知
ら
ず
の
世
界
に
留
ま
り
続
け
た
理
由
も
こ
こ
に
あ
る
だ

ろ
う
。 

 

さ
て
、
こ
こ
で
再
び
建
安
の
五
言
詩
に
目
を
転
じ
よ
う
。
そ
の
中
に
多
く
の
閨
怨
詩
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は

周
知
の
と
お
り
だ
が
、
な
ぜ
建
安
詩
人
た
ち
は
女
性
に
成
り
代
わ
り
、
離
別
の
情
を
詠
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず

は
そ
の
一
例
を
提
示
し
よ
う
。
曹
植
の
「
七
哀
詩
」（『
文
選
』
巻
二
十
三
。『
玉
台
新
詠
』
巻
二
に
は
「
雑
詩
五
首
」

其
一
と
し
て
収
録
）
で
あ
る
。 

 

明
月
照
高
楼 

 

明
る
い
月
が
高
楼
を
照
ら
し
、 

流
光
正
徘
徊 

 
 
 

流
れ
る
光
が
今
ま
さ
に
そ
の
周
囲
を
た
ゆ
た
っ
て
い
る
。 

上
有
愁
思
婦 

 
 
 

高
楼
の
上
に
は
憂
い
に
沈
む
女
性
が
い
て
、 
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悲
歎
有
餘
哀 

 
 
 

悲
嘆
に
暮
れ
る
そ
の
姿
に
は
、
余
り
あ
る
哀
し
み
が
に
じ
み
出
る
。 

借
問
歎
者
誰 

 
 
 

ち
ょ
っ
と
お
尋
ね
す
る
が
、
嘆
い
て
い
る
の
は
ど
な
た
か
と
問
い
か
け
れ
ば
、 

言
是
客
子
妻 

 
 
 

答
え
る
こ
と
に
は
、
放
浪
す
る
旅
人
の
妻
だ
と
い
う
。 

君
行
踰
十
年 

 
 
 

「
あ
な
た
は
旅
に
出
て
も
う
十
年
以
上
に
も
な
り
ま
す
が
、 

孤
妾
常
独
棲 

 
 
  

そ
の
間
、
私
は
い
つ
も
一
人
ぼ
っ
ち
で
お
り
ま
し
た
。 

君
若
清
路
塵 

 
 
  

あ
な
た
は
清
ら
か
な
道
に
舞
い
上
が
る
塵
の
よ
う
に
軽
や
か
に
、 

妾
若
濁
水
泥 

 
 
  

私
は
濁
水
に
沈
む
泥
の
よ
う
に
沈
鬱
な
日
々
を
過
ご
し
て
お
り
ま
す
。 

浮
沈
各
異
勢 

 
 
  

浮
揚
と
沈
淪
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
境
遇
は
異
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、 

会
合
何
時
諧 

 
 
  

再
会
の
願
い
は
い
つ
に
な
っ
た
ら
叶
う
の
で
し
ょ
う
。 

願
為
西
南
風 

 
 
  

で
き
る
こ
と
な
ら
西
南
か
ら
吹
く
風
と
な
り
、 

長
逝
入
君
懐 

 
 
  

は
る
ば
る
と
吹
い
て
流
れ
て
あ
な
た
の
懐
に
入
り
た
い
。 

君
懐
良
不
開 

 
 
  

あ
な
た
の
懐
が
も
し
も
開
か
な
い
な
ら
ば
、 

賤
妾
当
何
依 

 
 
  

私
は
い
っ
た
い
何
に
す
が
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
。」 

 

 

こ
の
詩
の
前
四
句
は
、
さ
な
が
ら
古
詩
「
明
月
何
皎
皎
」（『
文
選
』
巻
二
十
九
「
古
詩
十
九
首
」
其
十
九
）
と

「
西
北
有
高
楼
」（
前
出
）
と
の
綴
れ
織
り
で
あ
る
。「
明
月
」
が
女
性
の
い
る
場
所
を
「
照
」
ら
し
て
い
る
こ
と
、

そ
の
女
性
が
孤
閨
を
守
る
と
い
う
設
定
で
あ
る
こ
と
は
「
明
月
何
皎
皎
」
詩
を
踏
ま
え(1

3
)

、「
高
楼
」
の
上
に
女

性
が
い
る
と
い
う
構
想
は
「
西
北
有
高
楼
」
詩
に
倣
っ
た
も
の
、
そ
の
女
性
の
「
悲
歎
有
餘
哀
（
悲
歎
し
て
餘
哀

有
り
）」
と
い
う
有
様
は
、
同
古
詩
に
い
う
「
慷
慨
有
餘
哀
（
慷
慨
し
て
餘
哀
有
り
）」
を
も
じ
っ
て
い
る
し
、「
正

徘
徊
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
も
こ
の
古
詩
に
見
え
て
い
る
。
ま
た
、
結
び
近
く
に
見
え
る
「
願
為
西
南
風
、
長
逝
入

君
懐
（
願
は
く
は
西
南
の
風
と
為
り
て
、
長
逝
し
て
君
が
懐
に
入
ら
ん
こ
と
を
）」
は
、「
西
北
有
高
楼
」
詩
の
「
願

為
双
鳴
鶴
（
願
は
く
は
双
鳴
鶴
と
為
り
て
）」
と
い
う
措
辞
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、「
四
坐
且
莫
諠
」
詩
（『
玉
台
新

詠
』
巻
一
「
古
詩
八
首
」
其
六
）
の
「
従
風
入
君
懐
（
風
に
従
ひ
て
君
が
懐
に
入
ら
ん
）」
と
い
う
辞
句
を
組
み
入

れ
た
も
の
だ
ろ
う
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
詩
は
精
緻
を
極
め
た
閨
怨
詩
で
あ
る
。
そ
の
裏
側
に
何
か
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
―
た
と
え
ば
兄
曹
丕
へ
の
屈
託
し
た
思
い
な
ど
―
と
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
が
、
そ
う
し
た
解
釈
が
可
能
だ

と
し
て
も
、
そ
れ
が
思
婦
に
仮
託
さ
れ
、
古
詩
を
踏
ま
え
つ
つ
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
等
閑
視
す
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
ま
た
、
同
じ
く
「
七
哀
詩
」
と
題
さ
れ
た
王
粲
の
詩
（『
文
選
』
巻
二
十
三
）
な
ど
は
、
わ
が
子
を
捨

て
る
女
性
の
背
後
に
戦
禍
の
惨
状
を
重
ね
て
見
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
そ
れ
が
五
言
詩
型
に
盛
ら

れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
問
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
鈴
木
修
次
氏
は
、「
七
哀
詩
」
に
は
同
じ
題
名
の
作
品
が
複

数
あ
り
、
そ
れ
が
詩
人
た
ち
の
遊
戯
的
な
詩
作
活
動
の
所
産
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
が(1

4
)

、
こ
れ
ら

の
作
品
が
、
女
性
を
発
話
者
と
す
る
、
古
詩
や
古
楽
府
を
踏
ま
え
る
五
言
詩
で
あ
る
こ
と
は
、
氏
の
指
摘
す
る
建

安
詩
の
オ
ケ
イ
ジ
ョ
ナ
ル
・
ポ
エ
ム
的
性
格
と
正
し
く
響
き
合
う
も
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

 

思
え
ば
、
五
言
詩
史
の
非
常
に
早
い
段
階
で
、
男
性
知
識
人
が
盛
ん
に
女
性
に
成
り
代
わ
っ
て
詩
作
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
ど
こ
に
も
な
い
。
だ
が
、
前
述
の
ご
と
く
古
詩
の
来
歴
を
辿
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
不
可
思

議
も
自
ず
か
ら
氷
解
す
る
だ
ろ
う
。
建
安
文
壇
に
お
け
る
閨
怨
詩
の
盛
行
は
、
古
詩
が
後
宮
の
女
性
た
ち
の
間
で

生
ま
れ
、
宴
席
に
お
け
る
遊
戯
文
芸
と
し
て
、
長
ら
く
正
統
派
文
学
の
裏
に
伏
流
し
て
き
た
こ
と
の
最
も
端
的
な

名
残
り
な
の
だ
と
言
え
る
。 
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三 

建
安
文
壇
に
お
け
る
漢
代
サ
ロ
ン
文
学
の
転
換
（
１
）
―
文
壇
主
催
者
の
意
識
― 

  

五
言
詩
は
、
後
漢
末
の
建
安
文
壇
に
至
っ
て
、
突
如
と
し
て
文
学
界
の
表
舞
台
に
湧
出
す
る
。
だ
が
、
有
力
者

の
下
に
文
人
た
ち
が
集
い
、
集
団
的
文
学
活
動
を
行
う
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
早
い
年
代
か
ら

夙
に
認
め
ら
れ
る
文
化
現
象
で
は
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
和
帝
の
永
元
元
年
（
八
九
）、
大
将
軍
と
な
っ
た
竇
憲
の

下
に
、
班
固
や
傅
毅
ら
、
当
代
を
代
表
す
る
文
人
た
ち
が
集
い
、「
文
章
之
盛
、
冠
於
当
世
（
文
章
の
盛
ん
な
る
こ

と
、
当
世
に
冠
た
り
）」（『
後
漢
書
』
巻
八
十
上
・
文
苑
伝
上
）
と
称
え
ら
れ
た
こ
と
、
ま
た
、
近
く
は
か
の
董
卓

に
厚
遇
さ
れ
た
文
豪
蔡
邕
を
中
心
に
、
王
粲
、
孔
融
、
邯
鄲
淳
な
ど
、
後
に
建
安
文
壇
に
も
連
な
る
人
々
が
終
結

し
て
い
た
こ
と
な
ど
は(1

5
)

、
そ
の
好
個
の
事
例
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
文
学
集
団
に
お
い
て
、
消
閑
的
遊
戯
文
芸

と
し
て
五
言
詩
が
詠
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
確
実
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
建
安
文

壇
と
そ
れ
以
前
の
文
学
サ
ロ
ン
と
、
い
っ
た
い
ど
こ
が
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。 

 

ま
ず
そ
れ
は
、
パ
ト
ロ
ン
た
る
政
治
的
有
力
者
の
創
作
活
動
に
対
す
る
姿
勢
だ
。
そ
う
示
唆
す
る
の
は
、
劉
宋

の
謝
霊
運
（
三
八
五―

四
三
三
）
の
連
作
模
擬
詩
「
擬
魏
太
子
鄴
中
集
詩
八
首
」（『
文
選
』
巻
三
十
）
の
序
で
あ
る
。

魏
の
太
子
曹
丕
に
成
り
代
わ
っ
た
謝
霊
運
は
、
兄
弟
や
友
人
た
ち
と
共
に
し
た
鄴
で
の
游
宴
の
楽
し
み
を
述
べ
た

後
、
次
の
よ
う
に
言
う
。 

 

古
来
此
娯
、
書
籍
未
見
。
何
者
、
楚
襄
王
時
有
宋
玉
唐
景
、
梁
孝
王
時
有
鄒
枚
厳
馬
、
遊
者
美
矣
、
而
其
主
不

文
。
漢
武
帝
徐
楽
諸
才
、
備
応
対
之
能
、
而
雄
猜
多
忌
、
豈
獲
晤
言
之
適
。
不
誣
方
将
、
庶
必
賢
於
今
日
爾
。 

古
来
、
こ
の
よ
う
な
楽
し
み
は
、
未
だ
書
物
上
で
は
見
か
け
た
こ
と
が
な
い
。
ど
う
い
う
わ
け
か
と
言
え

ば
、
戦
国
楚
の
襄
王
の
時
に
は
、
宋
玉
・
唐
勒
・
景
差
ら
が
い
て
、
前
漢
の
梁
の
孝
王
の
時
に
は
、
鄒
陽
・

枚
乗
・
厳
忌
・
司
馬
相
如
ら
が
い
て
、
そ
の
サ
ロ
ン
に
遊
ぶ
彼
ら
は
す
ば
ら
し
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の

主
催
者
に
は
文
学
的
嗜
み
が
な
か
っ
た
。
前
漢
の
武
帝
の
時
に
は
、
徐
楽
ら
諸
々
の
才
人
が
い
て
、
当
意

即
妙
の
言
語
的
才
能
を
備
え
て
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
主
人
で
あ
る
武
帝
が
ひ
ど
く
疑
い
深
く
人
嫌
い
で

あ
っ
た
た
め
、
そ
れ
で
は
ど
う
し
て
く
つ
ろ
い
で
語
ら
う
こ
と
な
ど
で
き
た
だ
ろ
う
。
未
来
の
こ
と
を
根

拠
も
な
く
誹
る
こ
と
は
せ
ず
、
き
っ
と
今
日
よ
り
も
優
れ
て
い
る
だ
ろ
う
と
期
待
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。 

 

 

こ
こ
に
謝
霊
運
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
建
安
文
壇
の
主
催
者
た
る
曹
丕
は
、
た
し
か
に
か
つ
て
の
パ
ト
ロ
ン
た

ち
と
は
異
な
っ
て
、
自
ら
が
「
文
」
あ
る
存
在
で
あ
ろ
う
と
し
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
曹
丕
自
身
の
個
人
的

志
向
と
い
う
よ
り
は
、
文
壇
の
企
画
者
で
あ
る
曹
操
の
、
時
代
の
先
を
見
越
し
た
意
図
に
出
る
も
の
で
あ
っ
た(1

6
)

。

そ
れ
で
は
曹
操
は
な
ぜ
、
我
が
息
子
た
ち
に
自
ら
文
学
者
た
れ
と
勧
め
た
の
だ
ろ
う
か
。
後
漢
の
知
識
人
社
会
は
、

周
知
の
と
お
り
儒
教
を
根
幹
に
据
え
て
営
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
正
統
派
の
学
問
と
並
行
し
て
、
彼

ら
の
集
う
宴
席
で
は
俗
楽
や
芸
能
、
娯
楽
的
文
芸
が
楽
し
ま
れ
て
お
り
、
更
に
、
後
漢
末
に
至
る
と
、
雅
俗
双
方

に
ま
た
が
る
広
範
な
教
養
を
身
に
付
け
た
「
通
人
」
を
理
想
と
す
る
時
代
思
潮
が
既
に
広
く
行
き
渡
っ
て
い
た(1

7
)

。

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
統
治
者
自
ら
が
文
学
に
手
を
染
め
る
と
い
う
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
た
だ
ろ

う
か
。
少
な
く
と
も
知
識
人
社
会
か
ら
軽
ん
じ
ら
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
、
も
と
も
と
豊

か
な
文
化
資
本(1

8
)

を
持
つ
人
々
か
ら
す
れ
ば
、
儒
学
と
い
う
正
統
派
の
中
核
を
外
す
こ
と
は
、
そ
の
本
流
を
侵
食

さ
れ
な
い
だ
け
に
、
む
し
ろ
寛
容
に
受
け
止
め
ら
れ
た
可
能
性
す
ら
あ
る
。
そ
れ
に
、
ち
ょ
う
ど
一
頃
の
日
本
に

お
い
て
、
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
を
語
る
知
識
人
が
古
典
的
教
養
の
み
に
拠
る
人
々
よ
り
も
輝
い
て
見
え
た
よ
う
に
、

比
較
的
歴
史
は
浅
く
と
も
、
漢
代
上
流
階
級
の
宴
席
を
艶
や
か
に
彩
っ
て
き
た
五
言
詩
を
即
興
で
作
っ
て
み
せ
る
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こ
と
な
ど
は
、
知
識
人
た
ち
か
ら
も
な
か
な
か
に
粋
な
こ
と
と
し
て
認
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 
し
か
も
、
曹
丕
は
そ
の
「
典
論
論
文
」
（『
文
選
』
巻
五
十
二
）
や
「
与
呉
質
書
」
（
同
巻
四
十
二
）
に
お
い
て
、

周
囲
の
文
人
た
ち
を
一
人
一
人
名
指
し
で
批
評
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
人
物
批
評
の
盛
行
す
る
当
時
の
気
風

と
根
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が(1

9
)

、
そ
れ
に
加
え
て
、
評
価
と
い
う
行
為
自
体
の
持
つ
権
力
性
に
も
目
を

留
め
た
く
思
う
。
そ
も
そ
も
他
者
の
価
値
を
云
々
す
る
こ
と
は
、
そ
の
評
価
対
象
よ
り
も
圧
倒
的
な
優
位
に
立
つ

と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
知
識
人
社
会
に
属
す
る
人
々
に
対
し
て
、
彼
ら
の
教
養
の
本
流
に
触
れ
な
い
と

こ
ろ
で
そ
の
作
品
や
才
能
を
批
評
す
る
、
し
か
も
評
価
の
対
象
と
す
る
分
野
は
、
彼
ら
の
本
務
で
は
な
い
に
せ
よ
、

そ
れ
を
身
に
つ
け
て
お
く
こ
と
が
粋
で
あ
る
と
看
做
さ
れ
る
文
学
な
の
だ
。
こ
れ
は
、
後
に
貴
族
階
級
に
転
化
し

て
ゆ
く
士
人
層
に
対
し
て
、
そ
の
勢
力
を
真
正
面
か
ら
対
立
的
に
抑
え
込
も
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
別
次
元
の
、

し
か
し
な
が
ら
彼
ら
も
決
し
て
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
よ
う
な
価
値
体
系
を
新
た
に
打
ち
出
し
、
そ
こ
に

お
い
て
主
導
権
を
握
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。 

 

こ
う
し
た
企
図
は
、
お
そ
ら
く
そ
れ
以
前
の
文
壇
主
催
者
に
は
必
要
な
い
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
彼
ら
は
自

ら
の
権
力
を
飾
り
立
て
る
た
め
に
、
天
下
の
文
人
を
自
ら
の
配
下
に
集
め
、
彼
ら
に
対
し
て
パ
ト
ロ
ン
然
と
し
て

鷹
揚
に
振
舞
え
ば
そ
れ
で
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
曹
氏
父
子
の
置
か
れ
た
状
況
は
全
く
異
質
だ
。
彼
ら
は
、

新
興
権
力
者
た
る
自
分
と
拮
抗
す
る
手
強
く
分
厚
い
勢
力
、
士
人
層
に
取
り
囲
ま
れ
、
常
に
そ
の
領
袖
と
し
て
の

資
格
を
査
定
さ
れ
て
い
た
と
言
っ
て
も
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
。
そ
ん
な
知
識
人
た
ち
を
自
在
に
差
配
す
る
た
め
に

は
、
彼
ら
に
有
無
を
言
わ
せ
ぬ
だ
け
の
文
化
資
本
が
必
要
だ
。
た
だ
し
、
正
統
的
な
学
問
の
み
で
は
到
底
太
刀
打

ち
で
き
る
は
ず
も
な
い
。
そ
こ
で
、
そ
の
価
値
が
表
立
っ
て
は
確
立
し
て
い
な
い
、
け
れ
ど
も
知
識
人
た
ち
も
実

は
相
当
に
親
し
ん
で
い
る
文
芸
分
野
、
五
言
詩
と
い
う
も
の
が
、
曹
魏
政
権
下
で
は
、
公
的
な
場
に
お
い
て
も
大

き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
建
安
文
壇
を
特
徴
づ
け
る
五
言
詩
の
隆
盛
は
、
こ
う
し
て
形
成
さ
れ
た

現
象
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
曹
氏
父
子
は
、
士
人
層
に
対
抗
し
て
新
た
な
文
化
的
価
値

観
を
創
出
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
よ
り
は(2

0
)

、
む
し
ろ
相
手
方
の
懐
深
く
に
飛
び
込
ん
で
い
っ
た
の
だ
と
捉
え

る
方
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
曹
操
に
お
け
る
楽
府
詩
制
作
と
そ
の
機
軸
を
全
く
同
じ
く
す
る
も

の
だ(2

1
)

。
そ
れ
が
士
人
層
に
対
す
る
屈
服
や
迎
合
を
意
味
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。 

 

四 

建
安
文
壇
に
お
け
る
漢
代
サ
ロ
ン
文
学
の
転
換
（
２
）
―
文
壇
主
催
者
と
文
人
と
の
関
係
性
― 

  

建
安
文
壇
に
お
け
る
主
催
者
の
文
学
的
活
動
は
、
彼
ら
を
取
り
巻
く
士
人
層
と
の
き
わ
ど
い
力
関
係
の
上
に
為

さ
れ
た
も
の
だ
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
両
者
間
の
こ
の
せ
め
ぎ
合
い
は
、
曹
氏
父
子
と
そ
の
下
に
集
っ
た
文
人

た
ち
と
が
、
意
外
な
ま
で
に
対
等
な
関
係
を
取
り
結
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、

公
的
な
宴
席
で
作
ら
れ
た
詩
群
に
お
い
て
は
、
招
い
た
者
と
招
か
れ
た
者
と
の
間
に
歴
然
た
る
唱
い
ぶ
り
の
違
い

も
見
出
せ
よ
う(2

2
)

。
だ
が
、
筆
者
が
こ
こ
で
注
目
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
よ
り
も
日
常
的
な
創
作
場
面

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
曹
植
の
「
与
楊
徳
祖
書
」（『
文
選
』
巻
四
十
二
）
か
ら
は
、
か
つ
て
丁
廙
が
曹
植
に
文
章
の

添
削
を
願
い
出
た
こ
と
、
ま
た
今
は
曹
植
が
楊
修
に
向
け
て
、
幼
少
時
よ
り
著
し
た
辞
賦
一
通
を
書
簡
と
共
に
送

ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
劉
楨
の
曹
丕
に
宛
て
た
「
贈
五
官
中
郎
将
四
首
」
其
二
（『
文
選
』

巻
二
十
三
）
で
は
、
長
く
病
床
に
あ
る
我
が
身
を
見
舞
っ
て
く
れ
た
曹
丕
と
の
や
り
取
り
が
次
の
よ
う
に
詠
じ
ら

れ
て
い
る
。 

 

余
嬰
沈
痼
疾 

 

私
は
長
患
い
に
罹
っ
て
、 
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竄
身
清
漳
浜 

 
 
 

清
ら
か
な
漳
水
の
ほ
と
り
に
身
を
潜
め
た
。 

自
夏
渉
玄
冬 

 
 
 

夏
か
ら
暗
い
冬
に
か
け
て
、 

弥
曠
十
餘
旬 

 
 
 

長
々
と
何
を
す
る
で
も
な
く
百
日
余
り
も
の
時
を
過
ご
し
た
。 

常
恐
遊
岱
宗 

 
 
 

い
つ
も
心
配
で
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
ま
ま
魂
が
泰
山
に
浮
遊
し
て
い
っ
て
、 

不
復
見
故
人 

 
 
 

も
う
二
度
と
古
馴
染
み
に
会
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。 

所
親
一
何
篤 

 
 
 

と
こ
ろ
が
、
親
し
い
あ
の
人
は
な
ん
と
情
の
厚
い
こ
と
だ
ろ
う
、 

歩
趾
慰
我
身 

 
 
 

わ
ざ
わ
ざ
足
を
運
ん
で
私
を
見
舞
い
に
来
て
く
だ
さ
っ
た
。 

清
談
同
日
夕 

 
 
 

浮
世
離
れ
し
た
歓
談
に
夕
方
ま
で
と
も
に
打
ち
興
じ
、 

情
眄
叙
憂
勤 

 
 
 

親
し
み
の
こ
も
っ
た
ま
な
ざ
し
で
心
配
事
や
苦
労
話
を
述
べ
ら
れ
、 

便
復
為
別
辞 

 
 
 

か
と
思
う
間
も
な
く
、
別
れ
の
言
葉
を
告
げ
て
、 

遊
車
帰
西
隣 

 
 
 

遊
覧
用
の
車
に
乗
っ
て
、
西
隣
の
鄴
の
都
へ
帰
っ
て
ゆ
か
れ
た
。 

素
葉
随
風
起 

 
 
 

白
っ
ぽ
い
枯
葉
が
風
に
吹
か
れ
て
舞
い
上
が
り
、 

広
路
揚
埃
塵 

 
 
 

だ
だ
っ
広
い
道
に
は
塵
埃
が
浮
揚
す
る
。 

逝
者
如
流
水 

 
 
 

過
ぎ
ゆ
く
者
は
流
れ
る
水
の
よ
う
な
も
の
で
、 

哀
此
遂
離
分 

 
 
 

こ
こ
で
最
後
の
別
れ
に
な
る
の
か
と
思
う
と
哀
し
く
て
な
ら
な
い
。 

追
問
何
時
会 

 
 
 

そ
こ
で
、
ま
た
い
つ
再
会
で
き
る
だ
ろ
う
か
と
追
っ
て
問
い
か
け
て
み
た
と
こ
ろ
、 

要
我
以
陽
春 

 
 
 

う
ら
ら
か
な
春
の
季
節
に
な
っ
た
ら
会
お
う
と
私
に
約
束
し
て
く
だ
さ
っ
た
。 

望
慕
結
不
解 

 

思
い
慕
う
気
持
ち
は
、
し
っ
か
り
と
結
ば
れ
て
解
け
る
こ
と
は
な
い
。 

貽
爾
新
詩
文 

 

そ
の
あ
か
し
と
し
て
、
君
に
新
し
い
詩
を
贈
ろ
う
。 

勉
哉
修
令
徳 

 
 
 

し
っ
か
り
励
ん
で
美
徳
を
修
め
、 

北
面
自
寵
珍 

 
 
 

君
主
に
仕
え
て
は
自
ら
進
ん
で
寵
愛
を
受
け
尊
重
さ
れ
る
よ
う
に
努
め
よ
。 

 

 

こ
の
詩
は
非
常
に
読
み
づ
ら
い
。
と
い
う
の
は
、
劉
楨
と
曹
丕
と
の
距
離
に
、
一
種
独
特
の
測
り
難
さ
が
あ
る

か
ら
だ
。
当
時
、
劉
楨
は
五
官
中
郎
将
曹
丕
の
い
わ
ば
ご
学
友
で
あ
っ
た
か
ら
、
正
し
く
は
君
臣
関
係
に
あ
る
わ

け
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、
魏
国
の
後
継
者
で
あ
る
人
物
に
対
し
て
「
故
人
」「
所
親
」
と
呼
び
か
け
る
の
は
や
や

親
密
に
過
ぎ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
あ
ま
つ
さ
え
結
び
の
四
句
に
至
っ
て
は
、
劉
楨
は
曹
丕
の
こ
と
を
ど
う
見

て
い
る
の
か
、
い
よ
い
よ
そ
の
関
係
性
が
見
え
づ
ら
く
な
る
。
ま
ず
、「
結
不
解
」
は
、
古
詩
「
客
従
遠
方
来
」（『
文

選
』
巻
二
十
九
「
古
詩
十
九
首
」
其
十
八
）
に
い
う
「
著
以
長
相
思
、
縁
以
結
不
解
（
著
す
る
に
長
相
思
を
以
て

し
、
縁
る
に
結
び
て
解
け
ざ
る
を
以
て
せ
ん
）」
を
踏
ま
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
古
詩
の
句
は
、
夫
婦
共
寝
の
夜
具
に

つ
い
て
言
う
も
の
だ
。
そ
の
し
っ
か
り
と
縫
い
か
が
ら
れ
た
縁
の
よ
う
に
、「
望
慕
」
の
気
持
ち
は
変
わ
ら
な
い
と

詠
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
貽
爾
」
の
「
貽
」
は
、
た
と
え
ば
『
太
平
御
覧
』
巻
六
〇
六
に
引
く
「
詩
」
に

「
有
客
従
南
来
、
貽
我
一
書
札
。
上
叙
長
相
思
、
下
言
久
離
別
（
客
有
り
南
よ
り
来
り
、
我
に
一
書
札
を
貽
る
。
上

に
は
長
く
相
思
ふ
と
叙
し
、
下
に
は
久
し
く
離
別
す
と
言
ふ
）」
と
見
え
て
お
り
、
そ
れ
は
『
詩
経
』
邶
風
「
静
女
」

に
い
う
「
静
女
其
孌
、
貽
我
彤
管
（
静
女 

其
れ
孌
た
り
、
我
に
彤
管
を
貽
る
）」
に
基
づ
く
だ
ろ
う
。
と
す
る
と
、

贈
与
を
意
味
す
る
こ
の
語
は
、
多
く
は
男
女
の
間
柄
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
よ
う
だ
。
更
に
、
こ
れ
に
続
く

人
称
「
爾
」
は
、
五
言
詩
で
は
秦
嘉
の
「
贈
婦
詩
三
首
」
其
一
（『
玉
台
新
詠
』
巻
一
）
に
「
去
爾
日
遥
遠
（
爾
を

去
る
こ
と
日
に
遥
か
に
遠
し
）」、
同
其
二
に
「
傷
我
与
爾
身
（
我
と
爾
と
の
身
を
傷
む
）」
と
見
え
、
四
言
詩
で
は
、

た
と
え
ば
王
粲
の
「
贈
士
孫
文
始
」
詩
（『
文
選
』
巻
二
十
三
）
に
「
俾
爾
帰
蕃
（
爾
を
し
て
蕃
に
帰
ら
し
む
）」
と

あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
基
本
的
に
対
等
な
関
係
に
あ
る
人
へ
の
呼
び
か
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
劉
楨
の
こ
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の
詩
の
如
く
、
主
従
に
近
い
間
柄
に
お
け
る
第
二
人
称
と
し
て
、「
爾
」
を
用
い
る
の
は
か
な
り
異
例
だ
と
言
え
る

だ
ろ
う
。『
文
選
』
五
臣
注
（
李
周
翰
）
は
、
こ
の
一
句
を
「
遺
爾
此
新
詩
也
（
爾
に
此
の
新
詩
を
遺
る
な
り
）」
と

解
釈
し
、「
新
詩
文
」
を
劉
楨
の
こ
の
詩
と
捉
え
て
い
る
以
上
、
当
然
「
爾
」
は
劉
楨
か
ら
曹
丕
へ
の
呼
び
か
け
と

見
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
李
周
翰
の
解
釈
が
妥
当
だ
と
す
る
と
、
劉
楨
は
二
人
の
関
係
を
、
遠
慮
の
な
い
夫

婦
の
よ
う
な
間
柄
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
筆
者
は
当
初
、
こ
の
部
分
を
曹
丕
か
ら
劉
楨
へ
の
語

り
か
け
が
直
接
引
用
さ
れ
た
も
の
だ
と
捉
え
て
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
だ
と
結
び
の
二
句
と
の
間
に
齟
齬
を
来
し
て

し
ま
う
。
や
は
り
こ
こ
は
李
周
翰
に
従
う
べ
き
だ
ろ
う
。 

 

さ
て
、
上
述
の
よ
う
な
関
係
性
は
、
次
に
提
示
す
る
曹
植
の
「
贈
王
粲
」（『
文
選
』
巻
二
十
四
）
に
も
認
め
ら
れ

る
。
こ
の
詩
は
、
王
粲
か
ら
贈
ら
れ
た
「
雑
詩
」（『
文
選
』
巻
二
十
九
）
を
踏
ま
え
て
作
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
て
い

る
が(2

3
)

、
こ
の
中
で
曹
植
は
、
王
粲
へ
の
返
答
を
次
の
よ
う
に
詠
じ
て
い
る
。 

 

端
坐
苦
愁
思 

 

正
座
し
て
い
る
と
憂
い
に
気
持
ち
が
押
し
つ
ぶ
さ
れ
そ
う
に
な
り
、 

攬
衣
起
西
遊 

 
 
 

上
着
を
手
に
取
り
起
き
上
が
っ
て
西
の
方
へ
遊
び
に
出
た
。 

樹
木
発
春
華 

 
 
 

樹
木
は
春
の
花
を
開
き
、 

清
池
激
長
流 

 
 
 

清
ら
か
な
池
は
勢
い
よ
く
途
切
れ
な
く
流
れ
て
い
る
。 

中
有
孤
鴛
鴦 

 
 
 

そ
の
中
に
一
羽
の
鴛
鴦
が
い
て
、 

哀
鳴
求
匹
儔 

 
 
 

悲
し
げ
に
鳴
き
な
が
ら
連
れ
合
い
を
求
め
て
い
る
。 

我
願
執
此
鳥 

 
 
 

私
は
こ
の
鳥
を
捕
え
た
い
と
思
っ
た
が
、 

惜
哉
無
軽
舟 

 
 
 

残
念
な
こ
と
に
、
そ
こ
ま
で
漕
ぎ
だ
す
小
舟
が
な
い
。 

欲
帰
忘
故
道 

 
 
 

帰
ろ
う
と
し
た
が
、
も
と
来
た
道
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
て
、 

顧
望
但
懐
愁 

 
 
 

あ
た
り
を
見
渡
し
な
が
ら
、
ひ
た
す
ら
に
憂
え
る
気
持
ち
を
抱
く
ば
か
り
だ
。 

悲
風
鳴
我
側 

 
 
 

風
が
私
の
傍
ら
を
悲
し
げ
な
音
を
上
げ
て
吹
き
過
ぎ
、 

羲
和
逝
不
留 

 
 
 

白
日
は
過
ぎ
ゆ
く
ば
か
り
で
留
ま
り
も
し
な
い
。 

重
陰
潤
万
物 

 
 
 

恵
み
の
雨
を
も
た
ら
す
雲
は
万
物
を
潤
す
の
だ
か
ら
、 

何
懼
沢
不
周 

 
 
 

ど
う
し
て
恩
沢
が
行
き
渡
ら
な
い
こ
と
を
心
配
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
。 

誰
令
君
多
念 

 
 
 

い
っ
た
い
誰
が
あ
な
た
に
あ
れ
こ
れ
と
思
い
悩
ま
せ
、 

自
使
懐
百
憂 

 
 
 

自
ら
様
々
な
憂
い
を
抱
く
よ
う
な
こ
と
を
さ
せ
る
だ
ろ
う
か
。 

 

 

詠
い
始
め
の
二
句
は
、
明
ら
か
に
古
詩
「
明
月
何
皎
皎
」（
前
出
）
に
い
う
「
憂
愁
不
能
寐
、
攬
衣
起
徘
徊
（
憂

愁 

寐
ぬ
る
能
は
ず
、
衣
を
攬
り
て
起
ち
て
徘
徊
す
）」
を
踏
ま
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
詩
は
そ
の
冒
頭
か
ら
、

男
女
の
離
別
を
想
起
さ
せ
る
雰
囲
気
を
濃
厚
に
漂
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
王
粲
の
こ
と
を
、
連
れ
合
い

を
求
め
て
哀
し
げ
に
鳴
く
「
孤
鴛
鴦
」
に
な
ぞ
ら
え
る
の
も
同
様
で
あ
る
し
、
最
後
に
見
え
る
人
称
「
君
」
は
、
漢

代
五
言
詩
歌
で
は
女
性
か
ら
男
性
へ
、
思
慕
の
情
を
込
め
て
呼
び
か
け
る
時
に
用
い
ら
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
詩
は
終
始
、
親
密
な
情
愛
で
結
ば
れ
た
男
女
の
間
柄
を
連
想
さ
せ
る
辞
句
で
相
手
へ
の

心
情
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
王
粲
と
曹
植
と
は
、
直
接
的
な
君
臣
関
係
に
あ
る
わ
け
で
は
な
か

っ
た
が
、
そ
れ
で
も
曹
植
は
そ
の
父
曹
操
を
介
し
て
、
王
粲
を
そ
の
傘
下
の
人
物
と
見
な
し
て
も
不
自
然
で
は
な

い
立
場
に
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
父
に
仕
え
る
こ
の
文
人
に
、
思
慕
を
寄
せ
る
恋
人
の
よ
う
な
ス
タ

ン
ス
で
こ
の
詩
を
詠
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
た
表
現
が
物
語
る
彼
ら
の
文
学
的
交
流
関
係
は
、
我
々
が
予
想
し
た
以
上
に
対
等
、
か
つ
親
密
さ
を
ア
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ピ
ー
ル
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
。
主
従
関
係
を
ほ
と
ん
ど
無
視
し
た
こ
の
関
係
性
は
、
現
実
的
次
元
で
は
し
ば
し

ば
緊
張
感
を
孕
ん
だ
不
協
和
音
と
な
っ
て
噴
出
し
た
よ
う
で
、
た
と
え
ば
劉
楨
は
、
曹
丕
の
甄
皇
后
を
無
遠
慮
に

見
つ
め
て
不
敬
罪
に
問
わ
れ
て
い
る
（『
三
国
志
』
巻
二
十
一
・
王
粲
伝
の
裴
注
に
引
く
『
典
略
』）。
劉
楨
の
父
梁

は
文
学
を
以
て
尊
重
さ
れ
、
野
王
の
令
と
い
う
地
方
長
官
で
終
わ
っ
た
人
物
で
あ
っ
て
（
同
注
に
引
く
『
文
士
伝
』）、

た
と
え
ば
「
八
龍
」
を
輩
出
し
た
か
の
荀
氏
一
族
の
よ
う
な
家
柄
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
そ
れ
で
も
曹
氏
に

対
す
る
姿
勢
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
不
羈
傲
然
た
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
劉
楨
と
い
う
個
性
に
と

ど
ま
ら
ず
、
建
安
文
壇
に
集
っ
た
人
々
の
多
く
に
多
か
れ
少
な
か
れ
認
め
ら
れ
る
傾
向
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

曹
魏
の
創
始
者
曹
操
は
、
そ
の
ず
ば
抜
け
た
現
実
的
才
覚
に
よ
っ
て
覇
者
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
彼
の
周
り

に
集
ま
っ
た
人
々
は
、
こ
の
新
興
権
力
者
に
対
し
て
対
等
な
関
係
を
取
り
結
べ
る
ほ
ど
に
、
文
化
的
領
域
に
お
い

て
分
厚
い
層
を
為
し
て
い
た
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
現
代
社
会
に
お
い
て
も
、
政
治
的
経
済
的
勢
力
と
は
無
関
係
に
、

文
化
資
本
と
い
う
も
の
が
も
の
を
言
う
上
流
社
会
が
存
在
す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。 

 

 

前
章
で
は
、
文
壇
の
主
催
者
自
ら
が
文
学
創
作
に
乗
り
出
し
た
点
に
お
い
て
、
建
安
文
学
は
前
代
と
は
異
な
る

と
述
べ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
、
文
学
を
め
ぐ
る
人
間
関
係
に
お
い
て
も
、
建
安
文
壇
は
漢
代
の
そ
れ

と
は
か
な
り
異
質
で
あ
る
よ
う
に
感
受
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
為
政
者
が
そ
の
臣
下
を
師
友
と
仰
ぐ
伝
統
は
古
来

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
質
的
に
こ
こ
ま
で
対
等
に
近
い
関
係
は
、
や
は
り
中
世
貴
族
制
社
会
の
到
来
を
目
前

と
す
る
時
代
な
ら
で
は
の
現
象
だ
と
言
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
軍
事
的
、
政
治
的
頂
点
に
君
臨
す
る
者
の
権

力
か
ら
距
離
を
置
く
こ
と
の
で
き
る
人
々
の
登
場
、
こ
こ
に
中
世
貴
族
制
の
萌
芽
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

思
う
。 

 

注 

(1
) 

鈴
木
修
次
『
漢
魏
詩
の
研
究
』（1

9
6

7

年
、
大
修
館
書
店
）
第
三
章
「
建
安
詩
考
」
を
参
照
。 

(2
) 

漢
代
五
言
詩
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
定
説
の
成
立
経
緯
、
及
び
そ
の
論
拠
の
吟
味
を
含
め
て
、
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
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

(3
) 

建
安
文
学
を
、
民
間
文
学
へ
の
接
近
と
捉
え
る
通
説
に
対
し
て
、
岡
村
繁
「
建
安
文
壇
へ
の
視
角
」（『
中
国
中

世
文
学
研
究
』
第
五
号
、
一
九
六
六
年
）
は
、
漢
代
支
配
者
階
級
の
文
学
を
踏
襲
し
、
洗
練
さ
せ
た
も
の
と
し

て
そ
れ
を
捉
え
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
の
先
駆
的
研
究
を
批
判
的
に
継
承
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

(4
) 

拙
稿
「
漢
代
古
詩
と
古
楽
府
と
の
関
係
」（『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
六
十
二
集
、
二
〇
一
〇
年
）
に
指
摘
し
た
。 

(5
) 

田
中
謙
二
『
楽
府
散
曲
（
中
国
詩
文
選2
2

）』（
一
九
八
三
年
、
筑
摩
書
房
）
を
参
照
。 

(6
) 

花
房
英
樹
『
文
選
三
（
全
釈
漢
文
大
系2

8

）』（
一
九
七
四
年
、
集
英
社
）
に
既
に
指
摘
す
る
。 

(7
) 

こ
う
し
た
表
現
は
、
李
陵
・
蘇
武
の
名
を
冠
す
る
五
言
詩
群
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
拙
稿
「
漢
代
五
言
詩
史

上
に
占
め
る
蘇
李
詩
の
位
置
」（『
中
国
文
化
』
第
六
十
七
号
、
二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

(8
) 

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

(9
) 

亀
山
朗
「
建
安
詩
人
に
よ
る
送
別
の
贈
答
詩
に
つ
い
て
」（『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
四
十
一
集
、
一
九
八
九
年
）、

矢
田
博
士
「
三
国
時
代
の
蜀
お
よ
び
呉
に
お
け
る
詩
作
の
実
態
に
つ
い
て
」
（『
狩
野
直
禎
先
生
傘
寿
記
念
三
国

志
論
集
』（
二
〇
〇
八
年
、
汲
古
書
院
）、
同
「
西
晋
期
に
お
け
る
《
四
言
詩
》
盛
行
の
要
因
に
つ
い
て
」（『
中
国

詩
文
論
叢
』
第
十
四
集
、
一
九
九
五
年
）
を
参
照
。 

(1
0

) 

各
論
の
初
出
は
、
前
掲
の
拙
稿
（
注4

）
に
総
括
的
に
示
し
て
い
る
。 

(1
1

) 

前
掲
の
拙
稿
（
注7

）
を
参
照
さ
れ
た
い
。 
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(1
2

) 

た
と
え
ば
「
冉
冉
孤
生
竹
」（『
文
選
』
巻
二
十
九
「
古
詩
十
九
首
」
其
八
）、「
凛
凛
歳
云
暮
」（
同
其
十
六
）

な
ど
は
、
そ
の
代
表
的
作
品
で
あ
る
。
か
か
る
作
品
が
出
現
し
た
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
後
漢
時

代
に
お
け
る
古
詩
の
一
系
譜
―
古
詩
「
凛
凛
歳
云
暮
」
を
手
掛
か
り
と
し
て
―
」
（『
九
州
中
国
学
会
報
』
第
六

十
二
集
、
二
〇
一
〇
年
）
で
既
に
論
じ
た
。 

(1
3

) 

こ
の
古
詩
は
、
旅
に
出
て
い
る
男
性
の
立
場
か
ら
詠
じ
ら
れ
た
も
の
と
の
解
釈
も
不
可
能
で
は
な
い
が
、
今

は
『
玉
台
新
詠
』（
巻
一
、
枚
乗
「
雑
詩
九
首
」
其
九
）
に
採
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
酌
ん
で
、
閨
怨
の
詩
と
捉

え
て
お
く
。 

(1
4

) 

鈴
木
前
掲
書
四
九
一
―
四
九
四
頁
を
参
照
。 

(1
5

) 

岡
村
繁
「
蔡
邕
を
め
ぐ
る
後
漢
末
期
の
文
学
の
趨
勢
」（『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
二
十
八
集
、
一
九
七
六
年
）

を
参
照
。
た
だ
し
、
蔡
邕
を
中
核
と
す
る
文
学
集
団
は
、
権
力
者
を
パ
ト
ロ
ン
と
す
る
そ
れ
で
は
な
い
の
で
、

建
安
文
壇
に
連
な
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
不
適
切
か
も
し
れ
な
い
。 

(1
6

) 

岡
村
前
掲
論
文
（
注3

）
を
参
照
。 

(1
7

) 

吉
川
忠
夫
「
六
朝
士
大
夫
の
精
神
生
活
」（
初
出
は
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
５
』
一
九
七
〇
年
。
一
九
八
四
年
、

同
朋
舎
刊
『
六
朝
精
神
史
研
究
』
に
収
載
）
を
参
照
。 

(1
8

) 

ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
提
唱
し
た
概
念
。
こ
れ
を
援
用
し
た
渡
邉
義
浩
「
所
有
と
文
化
―
中
国
貴
族
制

研
究
へ
の
一
視
角
―
」（『
中
国
―
社
会
と
文
化
』
第
十
八
号
、
二
〇
〇
三
年
。
二
〇
〇
四
年
、
汲
古
書
院
刊
『
三

国
政
権
の
構
造
と
「
名
士
」』
に
収
載
）
を
参
照
。 

(1
9

) 

王
運
煕
・
楊
明
『
魏
晋
南
北
朝
文
学
批
評
史
』（
一
九
八
九
年
、
上
海
古
籍
出
版
社
）
九
頁
を
参
照
。 

(2
0

) 

渡
邉
義
浩
「
三
国
時
代
に
お
け
る
「
文
学
」
の
政
治
的
宣
揚
―
六
朝
貴
族
制
形
成
史
の
視
点
か
ら
―
」（『
東

洋
史
研
究
』
第
五
十
四
巻
第
三
号
、
一
九
九
五
年
。
か
な
り
の
増
補
を
加
え
て
、
二
〇
〇
四
年
、
汲
古
書
院
刊

『
三
国
政
権
の
構
造
と
「
名
士
」』
に
収
載
）
は
こ
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
。 

(2
1

) 

拙
稿
「
曹
操
楽
府
詩
私
論
」（『
狩
野
直
禎
先
生
傘
寿
記
念
三
国
志
論
集
』
二
〇
〇
八
年
、
汲
古
書
院
刊
）
を

参
照
さ
れ
た
い
。 

(2
2

) 

川
合
康
三
「
う
た
げ
の
う
た
」（『
中
国
文
学
報
』
第
五
十
三
冊
、
一
九
九
六
年
十
月
。
二
〇
〇
三
年
、
汲
古

書
院
刊
『
中
国
の
ア
ル
バ
』
に
収
載
）
を
参
照
。 

(2
3

) 

黄
節
『
曹
子
建
詩
注
（
黄
節
詩
学
選
刊
）』（
二
〇
〇
八
年
、
中
華
書
局
）
五
五
頁
に
指
摘
す
る
。 

この文章は、『魏晋南北朝における貴族

制の形成と三教・文学―歴史学・思想史・

文学の連携による―』（汲古書院、2011 年

9 月）に寄稿したものです。原稿段階であ

るため、公刊されたものとは字句に違い

があるかもしれません。 

［論著等とその概要］の［学術論文］の№

32 に挙げたものです。 

 


