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五
言
詠
史
詩
の
生
成
経
緯 

 

柳

川

順

子 

  
 
 
 
 

一 

問
題
の
所
在 

  

五
言
詩
の
一
角
に
、
詠
史
詩
と
呼
ば
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
る
。
六
朝
末
梁
代
の
選
集
『
文
選
』
は
、
巻
二
十
一
に
「
詠
史
」
と
い
う
部
類
を
立
て
、
魏
の
王
粲
「
詠
史
詩

一
首
」、
曹
植
「
三
良
詩
一
首
」、
西
晋
の
左
思
「
詠
史
八
首
」、
張
協
「
詠
史
一
首
」、
東
晋
の
盧
諶
「
覽
古
一
首
」、
劉
宋
の
謝
瞻
「
張
子
房
詩
一
首
」、
顔
延
之
「
秋
胡
詩

一
首
」「
五
君
詠
五
首
」、
鮑
照
「
詠
史
一
首
」、
梁
の
虞
羲
「
詠
霍
將
軍
北
伐
一
首
」
の
合
計
二
十
一
首
を
収
め
る
。
こ
こ
に
見
え
る
「
詠
史
」
と
い
う
題
目
が
、
そ
の
作
品

成
立
当
初
か
ら
の
も
の
で
あ
る
か
は
不
明
だ
が
、『
文
選
』
が
、
先
行
す
る
選
集
か
ら
更
に
佳
作
を
選
り
抜
い
た
二
次
選
集
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら(

1)

、
こ
の
分

類
や
ジ
ャ
ン
ル
名
自
体
は
、『
文
選
』
の
成
立
に
先
ん
じ
て
存
在
し
て
い
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、『
文
選
』
と
同
時
代
の
詩
論
、
鍾
嶸
『
詩
品
』
は
、
五
言
詩
の
展

開
経
緯
を
説
く
そ
の
序
の
中
で
、「
東
京
二
百
載
中
、
惟
だ
班
固
の
詠
史
有
る
の
み
な
る
も
、
質
木
に
し
て
文
無
し
（
東
京
二
百
載
中
、
惟
有
班
固
詠
史
、
質
木
無
文
）」
と

述
べ
、
下
品
の
班
固
の
条
に
も
「
其
の
詠
史
を
観
る
に
、
感
歎
の
詞
有
り
（
觀
其
詠
史
、
有
感
歎
之
詞
）」
と
論
評
す
る
。
こ
こ
に
い
う
班
固
の
「
詠
史
」
と
は
、
ま
る
ご
と

現
存
す
る
作
品
と
し
て
は
た
だ
一
首
、
緹
縈
と
い
う
前
漢
の
孝
女
を
詠
ず
る
五
言
詩
が
、『
文
選
』
巻
三
十
六
、
王
融
「
永
明
九
年
策
秀
才
文
五
首
」
其
三
の
李
善
注
、
及
び

『
史
記
』
巻
一
〇
五
・
扁
鵲
倉
公
列
伝
の
正
義
に
引
か
れ
て
今
に
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
引
く
唐
代
の
李
善
や
張
守
節
は
、
た
だ
「
班
固
歌
詩
」「
班
固
詩
」
と
記
す
の

み
で
あ
る
。
そ
れ
を
鍾
嶸
が
「
詠
史
」
と
称
し
た
の
に
は
、
必
ず
や
何
ら
か
の
根
拠
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
お
そ
ら
く
、
五
言
詩
が
主
要
な
詩
型
と
な
っ
て
い
た
梁
代
当

時
、
詠
史
詩
と
い
う
概
念
は
す
で
に
定
着
し
て
お
り
、
鍾
嶸
は
後
漢
の
班
固
（
三
二
―
九
二
）
を
、
そ
の
草
創
期
の
作
者
と
し
て
位
置
づ
け
た
の
だ
ろ
う
。 

 

そ
れ
で
は
、
詠
史
詩
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
は
、
い
つ
頃
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
誕
生
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
詩
歌
に
歴
史
上
の
人
物
や
故
事
を
詠
み
込
む
こ
と
で
あ
れ
ば
、『
詩

経
』
や
『
楚
辞
』
に
遡
っ
て
事
例
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
前
漢
の
韋
孟
「
諷
諌
詩
」
や
東
方
朔
「
嗟
伯
夷
」
な
ど
に
も
詠
史
的
要
素
が
認
め
ら
れ
る(

2)

。
こ
う
し
た
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指
摘
を
前
に
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
人
は
な
ぜ
遠
い
過
去
の
出
来
事
に
思
い
を
馳
せ
て
歌
い
上
げ
る
の
か
、
と
い
っ
た
普
遍
的
な
問
い
か
け
が
浮
ん
で
く
る
ば
か
り
で
、
上

述
の
よ
う
な
問
題
意
識
は
ほ
と
ん
ど
意
味
を
成
さ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
が
、
本
稿
が
取
る
方
向
性
は
そ
ち
ら
で
は
な
い
。
解
き
明
か
し
た
い
の
は
、
五
言
詩
史
上
に
お

け
る
詠
史
詩
の
生
成
経
緯
で
あ
る
。
漢
代
当
時
、
ま
だ
正
統
的
な
詩
型
と
し
て
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
五
言
詩
で
あ
る
が
、
そ
の
展
開
史
の
比
較
的
早
い
段
階
で
、
歴

史
故
事
を
詠
ず
る
ジ
ャ
ン
ル
が
派
生
し
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。 

 

こ
こ
で
、
考
察
の
土
台
と
な
る
漢
代
五
言
詩
史
に
つ
い
て
、
ま
ず
筆
者
の
見
解
を
示
し
て
お
き
た
い
。
た
だ
、
こ
れ
か
ら
述
べ
る
こ
と
は
、
従
来
の
通
説
と
は
か
な
り
異

な
る
見
方
で
あ
る
。
も
し
疑
問
を
覚
え
ら
れ
た
な
ら
ば
、
注
に
示
す
拙
著(

3)

を
参
照
さ
れ
た
い
。
先
行
研
究
を
吟
味
し
た
上
で
、
こ
れ
に
替
わ
る
新
説
を
提
示
し
、
そ
の
論

拠
を
詳
述
し
て
い
る
。
さ
て
、
知
識
人
に
よ
る
五
言
詩
の
祖
と
目
さ
れ
る
、
古
詩
と
総
称
さ
れ
る
作
品
群
は
、
そ
の
中
で
も
相
対
的
に
古
い
と
推
定
し
得
る
原
初
的
古
詩
群

が
、
前
漢
後
期
、
後
宮
の
女
性
た
ち
の
間
で
誕
生
し
た
後
、
宴
と
い
う
場
を
介
し
て
、
徐
々
に
そ
の
享
受
者
層
を
知
識
人
社
会
に
広
げ
て
ゆ
き
、
や
が
て
は
そ
の
変
奏
曲
と

も
言
え
る
詩
歌
を
作
る
有
名
無
名
の
詩
人
た
ち
も
現
れ
た
。
こ
の
一
連
の
流
れ
の
到
達
点
に
位
置
す
る
の
が
、
前
掲
の
王
粲
（
一
七
七
―
二
一
七
）
や
曹
植
（
一
九
二
―
二

三
二
）
を
主
要
メ
ン
バ
ー
と
す
る
、
魏
の
建
安
文
壇
で
あ
る
。
こ
の
文
壇
に
集
っ
た
人
々
は
、
漢
代
の
宴
席
で
盛
行
し
て
い
た
五
言
詩
を
、
同
質
の
社
交
的
空
間
に
お
い
て
、

知
識
人
の
文
学
に
昇
華
さ
せ
た
の
だ
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
、
詠
史
詩
の
出
現
は
、
こ
の
展
開
史
の
ど
こ
に
位
置
す
る
だ
ろ
う
か
。
前
述
の
班
固
が
活
躍
す
る
後

漢
の
章
帝
期
（
七
五
―
八
八
）
頃
、
五
言
詩
の
展
開
は
新
た
な
局
面
を
迎
え
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
前
述
の
原
初
的
古
詩
群
に
後
続
の
数
首
を
加
え
た
十
四
首
が
、
一
つ
の

ま
と
ま
り
を
為
す
別
格
の
古
詩
群
と
し
て
認
知
さ
れ
、
知
識
人
社
会
に
お
け
る
流
布
の
度
合
い
を
格
段
に
増
し
た
の
で
あ
る
。
梁
の
劉
勰
『
文
心
雕
龍
』
明
詩
篇
に
、
古
詩

「
冉
冉
孤
生
竹
」
の
作
者
と
比
定
さ
れ
て
い
る
傅
毅
（
？
―
九
〇
？
）
は
、
ま
さ
し
く
班
固
と
し
の
ぎ
を
削
っ
た
同
時
代
人
で
あ
り
、
前
漢
の
李
陵
と
蘇
武
に
仮
託
さ
れ
た
、

蘇
李
詩
と
総
称
さ
れ
る
古
詩
の
一
変
種
の
成
立
も
、
お
お
よ
そ
こ
の
頃
か
と
推
し
測
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
期
に
現
れ
た
の
が
、
班
固
の
い
わ
ゆ
る
詠
史
詩
で
あ
っ
た
。 

 

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
多
く
の
先
人
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
五
言
詠
史
詩
の
、
遡
り
得
る
最
も
早
い
作
者
は
班
固
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
以
前
に

な
る
と
、
五
言
詩
と
い
う
も
の
の
認
知
度
か
ら
判
断
し
て
、
知
識
人
が
こ
れ
に
手
を
染
め
た
可
能
性
は
か
な
り
低
く
な
る
。
で
は
、
詠
史
詩
は
こ
の
時
期
、
ど
の
よ
う
な
歴

史
的
必
然
性
に
よ
り
誕
生
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
五
言
詩
は
、
そ
の
来
源
か
ら
し
て
元
来
は
抒
情
を
旨
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
五
言
詩
に
、
な
ぜ
歴
史
故
事
と
い
う
叙
事

的
要
素
が
流
入
し
た
の
か
。
本
稿
が
一
番
に
解
明
し
た
い
の
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
班
固
の
詠
史
詩
を
起
点
に
、
六
朝
末
ま
で
補
助
線
を
引
き
、
そ
の
線
上
に

位
置
す
る
、
詠
史
詩
の
本
格
的
な
出
発
点
で
あ
る
建
安
文
壇
に
目
を
向
け
た
い
。
建
安
詩
人
た
ち
の
詠
史
詩
の
中
に
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
が
持
つ
本
来
的
な
性
格
は
ど
う
現
れ

て
い
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
本
来
的
性
格
か
ら
は
外
れ
る
要
素
も
建
安
の
詠
史
詩
に
は
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
う
し
た
現
象
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
問
い
を
掲
げ
て
、
詠
史
詩
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
生
成
と
そ
の
展
開
の
始
ま
り
を
明
ら
か
に
し
た
い
。 
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二 

班
固
の
詠
史
詩
と
漢
代
語
り
物
文
芸 

  

班
固
の
詠
史
詩
は
、
先
に
言
及
し
た
緹
縈
の
詩(

4)

の
ほ
か
、
断
片
な
が
ら
、
延
陵
の
季
子
（
春
秋
呉
の
季
札
）
の
宝
剣
、
前
漢
の
将
軍
霍
去
病
を
詠
ず
る
詩
が
伝
存
し
て

い
る(

5)

。
は
じ
め
に
、
そ
れ
ら
の
詩
の
本
文
を
示
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
緹
縈
の
詩
の
全
文
を
、
前
掲
『
文
選
』
李
善
注
に
拠
っ
て
示
せ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

三
王
德
彌
薄 

 
三
王
よ
り 

徳 

彌
〻

い
よ
い
よ

薄
く
、 

 

夏
・
殷
・
周
三
代
の
君
主
か
ら
、
為
政
者
の
仁
徳
は
だ
ん
だ
ん
と
薄
く
な
り
、 

惟
後
用
肉
刑 

 
 
 

惟こ

れ
後
に
肉
刑
を
用
ふ
。 

 
 

そ
う
し
て
後
世
に
な
る
と
、
人
の
身
体
を
損
傷
す
る
刑
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

太
倉
令
有
罪 

 
 
 

太
倉
の
令
に
罪
有
り
、 

 
 

前
漢
の
太
倉
の
令
は
、
あ
る
こ
と
で
罪
に
問
わ
れ
、 

就
逮
長
安
城 

 
 
 

逮
な
わ
め

に
就
く 
長
安
城
。 

 
 

囚
わ
れ
て
、
長
安
の
街
に
護
送
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

自
恨
身
無
子 

 
 
 

自
ら
恨
む 

身
に
子
無
き
を
、 

 

彼
は
自
身
に
息
子
の
い
な
い
こ
と
を
自
ら
恨
み
、 

困
急
獨
煢
煢 

 
 
 

困
急
し
て
独
り
煢
煢
た
り
。 
 

 

追
い
詰
め
ら
れ
た
気
持
ち
で
一
人
く
よ
く
よ
と
憂
い
に
沈
む
。 

少
女
痛
父
言 

 
 
 

少
女
は
父
の
言
を
痛
む
、 

 
 

末
の
娘
は
、
息
子
の
い
な
い
こ
と
を
恨
む
父
の
言
葉
に
胸
を
傷
め
た
。 

死
者
不
復
生 

 
 
 

死
す
れ
ば
復

ふ
た
た

び
は
生
き
ず
と
。 

 

死
ん
で
し
ま
っ
た
ら
、
二
度
と
生
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

上
書
詣
北
闕 

 
 
 

上
書
せ
ん
と
北
闕
に
詣い

た

り
、 

 
 

彼
女
は
、
父
を
救
い
出
す
べ
く
お
上
に
上
書
し
よ
う
と
宮
城
の
北
門
に
到
り
、 

闕
下
歌
鷄
鳴 

 
 
 

闕
下
に
「
鶏
鳴
」
を
歌
ふ
。 

 
 

そ
の
闕
の
下
で
、
女
性
の
立
場
か
ら
君
子
を
誡
め
る
「
鶏
鳴
」（『
詩
経
』
斉
風
）
を
歌
っ
た
。 

憂
心
摧
折
裂 

 
 
 

憂
心 

摧く
だ

け
て
折
れ
裂
け
、 

 
 

父
の
身
を
憂
え
る
あ
ま
り
、
胸
は
砕
け
て
張
り
裂
け
ん
ば
か
り
、 

晨
風
激
揚
聲 

 
 
 

「
晨
風
」 

激
し
く
声
を
揚
ぐ
。 

 
君
主
へ
の
拝
謁
が
叶
わ
ぬ
苦
し
み
を
託
し
て
、「
晨
風
」（『
詩
経
』
秦
風
）
を
絶
唱
し
た
。 

聖
漢
孝
文
帝 
 
 
 

聖
漢
の
孝
文
帝
、 

 
 

 

聖
な
る
漢
王
朝
の
孝
文
帝
は
、 

惻
然
感
至
誠 

 
 
 

惻
然
と
し
て
至
誠
に
感
ず
。 

 
 

彼
女
の
こ
と
を
哀
れ
に
思
し
召
し
に
な
り
、
そ
の
至
誠
の
心
に
感
じ
入
っ
た
。 

百
男
何
憤
憤 

 
 
 

百
男 

何
ぞ
憤
憤
た
る
、 

 
 

凡
百
の
息
子
た
ち
の
な
ん
と
憤
懣
や
る
方
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。 

不
如
一
緹
縈 

 
 
 

一
の
緹
縈
に
如
か
ず
。 

 
 

自
分
た
ち
は
、
緹
縈
一
人
に
も
及
ば
な
い
の
だ
。 

続
い
て
、
延
陵
季
子
の
詩
の
佚
句
を
、『
北
堂
書
鈔
』
巻
一
二
二
に
拠
っ
て
示
せ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 
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寶
劍
價
千
金 

 

宝
剣 

価
千
金
、 

 
 

 

そ
の
価
値
は
千
金
に
も
匹
敵
す
る
宝
剣
を
、 

指
之
于
樹
枝 

 

之
を
樹
枝
に
指
す
。 

 
 

樹
木
の
枝
に
差
し
掛
け
た
。 

な
お
、『
太
平
御
覧
』
巻
三
四
四
に
は
こ
の
一
句
目
の
み
が
引
か
れ
、
ま
た
、
同
巻
に
は
別
に
、「
延
陵
輕
寶
劍
（
延
陵
は
宝
剣
を
軽
ん
ず
）」
と
い
う
一
句
が
採
ら
れ
て
い
る
。

次
に
、
霍
去
病
の
佚
詩
に
つ
い
て
は
、『
太
平
御
覧
』
巻
八
一
五
に
次
の
四
句
が
見
え
て
い
る
。 

長
安
何
紛
紛 

 

長
安 

何
ぞ
紛
紛
た
る
、 

 
 

長
安
の
街
は
な
ん
と
が
や
が
や
と
賑
や
か
な
こ
と
か
、 

詔
葬
霍
將
軍 

 
詔
し
て
霍
将
軍
を
葬
ら
し
む
。 

 

詔
が
下
さ
れ
て
、
霍
将
軍
を
埋
葬
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
だ
。 

刺
繡
被
首(

6)

領 
 

刺
繍
は
首
領
を
被
ひ
、 

 
 

豪
華
な
刺
繍
が
（
亡
き
将
軍
の
）
首
回
り
を
飾
り
立
て
、 

縣
官
給
衣
衾 

 

県
官
よ
り
衣
衾
を
給
せ
ら
る
。 

 

朝
廷
か
ら
（
亡
骸
を
被
う
）
衣
衾
が
下
賜
さ
れ
た
。 

ま
た
、
詩
句
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
西
晋
の
傅
玄
（
二
一
七
―
二
七
八
）
に
、
秋
胡
夫
妻
の
悲
話
を
詠
ず
る
「
和
班
氏
詩
」（『
玉
台
新
詠
』
巻
二
）
と
い
う
作
品

が
あ
り
、「
班
氏
」
は
班
固
を
指
す
と
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
傅
玄
が
基
づ
い
た
班
固
の
詩
も
、
こ
の
夫
婦
を
主
題
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る(

7)

。
な
お
、

こ
の
故
事
は
、
冒
頭
に
示
し
た
と
お
り
、
顔
延
之
の
詠
史
詩
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
。 

さ
て
、
こ
こ
で
ま
ず
、
題
材
と
な
っ
た
故
事
の
概
略
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
緹
縈
は
、
前
漢
文
帝
期
の
医
術
者
、
太
倉
公
淳
于
意
の
娘
で
あ
る
。
罪
を
得
た
父
に
随
行
し

て
都
へ
赴
き
、
肉
刑
の
非
を
説
く
上
書
に
よ
っ
て
天
子
を
動
か
し
、
父
を
窮
地
か
ら
救
い
出
し
た
（
前
掲
『
史
記
』
扁
鵲
倉
公
列
伝
、
劉
向
『
列
女
伝
』
巻
六
・
弁
通
伝
「
斉

太
倉
女
」）。
延
陵
の
季
子
、
す
な
わ
ち
春
秋
呉
の
王
子
季
札
は
、
使
者
と
し
て
晋
に
赴
く
途
中
、
徐
の
君
主
が
彼
の
宝
剣
を
欲
し
て
い
る
の
を
察
知
し
、
こ
れ
を
贈
ろ
う
と

心
に
決
め
た
。
だ
が
、
帰
途
に
再
訪
す
る
と
徐
君
は
す
で
に
亡
く
な
っ
て
い
た
の
で
、
決
意
に
違
わ
ず
、
宝
剣
を
そ
の
墓
に
捧
げ
た
（『
史
記
』
巻
三
十
一
・
呉
太
伯
世
家
、

劉
向
『
新
序
』
巻
七
・
節
士
篇
）。
霍
去
病
に
つ
い
て
は
、『
史
記
』
巻
一
一
一
・
衛
将
軍
驃
騎
列
伝
、『
漢
書
』
巻
五
十
五
・
衛
青
霍
去
病
伝
に
そ
の
足
跡
が
記
さ
れ
て
い
る

が
、
班
固
の
佚
詩
に
書
き
残
さ
れ
た
の
は
豪
奢
な
葬
儀
の
一
場
面
の
み
で
あ
り
、
そ
の
詩
の
全
体
像
は
掴
め
な
い
。
秋
胡
夫
妻
の
故
事
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
。
魯
の
秋

胡
子
は
、
結
婚
後
ま
も
な
く
陳
に
任
官
し
、
五
年
後
に
帰
還
し
た
。
家
に
帰
り
着
く
間
際
、
道
端
で
出
会
っ
た
女
性
に
声
を
か
け
、
贈
り
物
を
し
よ
う
と
し
て
拒
否
さ
れ
た

が
、
帰
宅
し
て
始
め
て
、
そ
の
相
手
が
自
身
の
妻
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
。
彼
女
は
夫
の
不
義
不
孝
を
厳
し
く
批
判
し
、
黄
河
に
身
を
投
げ
た
（『
列
女
伝
』
巻
五
・
節
義
伝

「
魯
秋
潔
婦
」）。 

 

班
固
と
い
え
ば
、『
史
記
』
に
次
ぐ
正
史
『
漢
書
』
一
百
巻
を
著
し
た
歴
史
家
で
あ
り
、
ま
た
、
両
漢
の
都
を
細
密
に
描
写
す
る
大
作
「
両
都
賦
」（『
文
選
』
巻
一
）
を
成

し
た
辞
賦
作
家
で
も
あ
る
。
そ
う
し
た
人
物
の
作
品
と
し
て
は
、
こ
こ
に
そ
の
残
影
を
見
る
詠
史
詩
は
、
あ
ま
り
に
も
通
俗
的
な
小
品
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
な
い
だ
ろ
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う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
散
逸
し
た
作
品
の
中
に
、
彫
琢
を
凝
ら
し
つ
つ
歴
史
的
大
人
物
を
描
く
も
の
が
な
か
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
だ
が
、
班
固
の
作
品
が
ま
だ
多
く
伝

存
し
て
い
た
六
朝
末(

8)

、
そ
れ
を
目
睹
で
き
た
鍾
嶸
が
、
彼
の
詠
史
詩
を
「
質
木
に
し
て
文
無
し
」
と
評
し
て
い
た
こ
と
は
無
視
で
き
な
い
。
初
唐
の
『
文
選
』
李
善
注

が
、
前
掲
の
緹
縈
の
詩
を
「
歌
詩
」
と
し
て
引
い
た
の
も
、
元
来
そ
れ
が
非
正
統
的
な
歌
謡
の
類
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
、
こ
こ
に
取
り
上
げ

ら
れ
た
人
物
た
ち
は
、
歴
史
書
に
記
さ
れ
る
者
と
し
て
は
ど
こ
か
傍
流
的
で
あ
る
。
正
史
に
本
伝
を
持
つ
霍
去
病
は
と
も
か
く
、
緹
縈
の
こ
と
は
、
そ
の
父
で
あ
る
太
倉
公

淳
于
意
の
伝
に
付
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
り
、
節
士
と
し
て
名
高
い
季
札
の
故
事
も
、『
史
記
』
呉
太
伯
世
家
で
は
一
つ
の
逸
話
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
秋
胡
夫

妻
の
悲
話
に
至
っ
て
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。 

 

そ
れ
で
は
、
班
固
は
な
ぜ
、
こ
う
し
た
人
物
た
ち
を
そ
の
詠
史
詩
に
取
り
上
げ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
謎
を
解
く
一
つ
の
糸
口
と
な
り
そ
う
な
の
が
、
詩
の
題
材
と
な
っ

た
故
事
を
記
す
文
献
の
、
文
体
と
い
う
一
側
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
季
札
の
故
事
を
記
す
『
新
序
』
節
士
篇
の
文
体
を
検
討
し
よ
う
。 

延
陵
季
子
將
西
聘
晉
、
帶
寶
劍
以
過
徐
君
。
徐○

君○

觀○

劍○

、
不○

言○

而○

色○

欲○

之○

。
延
陵
季
子
爲○

有○

上○

國○

之○

使○

、
未○

獻○

也○

。
然
其
心○

許○

之○

矣○

。
致
使
於
晉
、
顧(

9)

反
則
徐
君
死

於
楚
。
於
是
脱○

劍○

致○

之○

嗣○

君○

。
從
者
止
之
曰
、「
此
呉
國
之
寶
、
非
所
以
贈
也
。
」
延
陵
季
子
曰
、「
吾
非
贈
之
也
。
先
日
吾
來
、
徐◎

君◎

觀◎

吾
劍◎

、
不◎

言◎

而◎

其
色◎

欲◎

之◎

。

吾
爲◎

有◎

上◎

國◎

之◎

使◎

、
未◎

獻◎

也◎

。
雖
然
、
吾
心◎

許◎

之◎

矣◎

。
今
死
而
不
進
、
是
欺
心
也
。
愛
劍
僞
心
、
廉
者
不
爲
也
。
」
遂
脱◎

劍◎

致◎

之◎

嗣◎

君◎

。
嗣
君
曰
、「
先
君
無
命
、
孤
不

敢
受
劍
。
」
於
是
季
子
以
劍
帶
徐
君
墓
樹
而
去
。
徐
人
嘉
而
歌
之
曰
、「
延
陵
季
子
兮
不
忘
故
、
脱
千
金
之
劍
兮
帶
丘
墓
。
」 

延
陵
の
季
子
、
将
に
西
の
か
た
晋
を
聘と

は
ん
と
す
る
と
き
、
宝
剣
を
帯
び
て
以
て
徐
の
君
を
過よ

ぎ

る
。
徐
の
君
は
剣
を
観
て
、
言
は
ざ
れ
ど
も
色
に
之
を
欲
す
る
あ
り
。

延
陵
の
季
子
は
上
国
の
使
ひ
有
る
が
為
に
、
未
だ
献
ぜ
ざ
る
な
り
。
然
れ
ど
も
其
の
心
に
之
を
許
す
。
使
ひ
を
晋
に
致
し
、
顧
反
す
れ
ば
則
ち
徐
の
君
は
楚
に
死
せ
り
。

是
に
於
て
剣
を
脱
ぎ
て
之
を
嗣
君
〈
徐
君
の
後
を
継
い
だ
君
主
〉
に
致
す
。
従
者
は
之
を
止
め
て
曰
く
、「
此
は
呉
国
の
宝
に
し
て
、
以
て
贈
る
所
に
非
ざ
る
な
り
」
と
。

延
陵
の
季
子
曰
く
、「
吾
は
之
を
贈
る
に
非
ざ
る
な
り
。
先
日
吾
来
た
り
し
と
き
、
徐
の
君
は
吾
が
剣
を
観
て
、
言
は
ざ
れ
ど
も
其
の
色
に
之
を
欲
す
る
あ
り
。
吾
は
上

国
の
使
ひ
有
る
が
為
に
、
未
だ
献
ぜ
ざ
る
な
り
。
然
り
と
雖
ど
も
、
吾
は
心
に
之
を
許
す
。
今
（
徐
の
君
）
死
し
て
（
宝
剣
を
）
進
め
ざ
れ
ば
、
是
れ
心
を
欺
く
な
り
。

剣
を
愛
し
て
心
を
偽
る
こ
と
、
廉
者
は
為
さ
ざ
る
な
り
」
と
。
遂
に
剣
を
脱
ぎ
て
之
を
嗣
君
に
致
す
。
嗣
君
曰
く
、「
先
君
に
命
ず
る
無
け
れ
ば
、
孤
は
敢
へ
て
剣
を
受

け
ず
」
と
。
是
に
於
て
季
子
は
剣
を
以
て
徐
君
の
墓
の
樹
に
帯
び
し
め
て
去
る
。
徐
人
は
嘉よ

み

し
て
之
を
歌
ひ
て
曰
く
、「
延
陵
の
季
子
は
故

む
か
し

を
忘
れ
ず
、
千
金
の
剣
を

脱
ぎ
て
丘
墓
に
帯
び
し
む
」
と
。 

 

一
読
し
て
目
に
付
く
の
は
、
会
話
体
を
多
用
す
る
、
繰
り
返
し
の
多
い
文
体
で
あ
る
。
そ
の
筋
書
き
さ
え
示
せ
ば
よ
い
の
な
ら
、
ほ
ぼ
こ
の
半
分
の
分
量
で
事
足
り
る
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
だ
が
、
目
に
は
饒
舌
と
映
る
同
語
反
復
も
、
耳
に
は
そ
う
受
け
と
め
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
聴
覚
に
訴
え
か
け
る
こ
う
し
た
文
体
は
、
た
と
え
ば
『
史
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記
』
巻
八
十
六
・
刺
客
列
伝
の
荊
軻
の
故
事
や
、
同
巻
七
・
項
羽
本
紀
に
記
さ
れ
る
鴻
門
の
会
、
ま
た
、
漢
代
画
像
石
に
頻
見
す
る
意
匠
「
二
桃
殺
三
士
」
の
故
事
を
記
す
、

『
晏
子
春
秋
』
巻
二
・
内
篇
諌
下
「
景
公
養
勇
士
三
人
、
無
君
臣
之
義
、
晏
子
諌
（
景
公
、
勇
士
三
人
を
養
ひ
て
、
君
臣
の
義
無
し
、
晏
子
諌
む
）」
の
条
な
ど
に
も
認
め
ら

れ
、
そ
れ
ら
は
身
振
り
を
交
え
て
語
り
演
じ
ら
れ
て
い
た
も
の
だ
と
推
定
さ
れ
る(

10)

。
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
と
同
様
の
文
体
で
記
さ
れ
る
季
札
の
故
事
も
、
同
じ
よ
う
に
語

り
物
文
芸
と
し
て
上
演
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
前
掲
の
『
新
序
』
に
見
た
文
体
的
特
徴
は
、
次
に
論
及
す
る
歌
謡
も
含
め
て
、

『
史
記
』
呉
太
伯
世
家
に
は
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
素
材
に
口
承
文
芸
的
要
素
を
多
分
に
含
む
『
史
記
』
で
は
あ
る
が
、
そ
の
素
材
を
用
い
る
上
で
、
司

馬
遷
の
編
集
意
識
が
は
た
ら
い
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。 

 

『
新
序
』
所
収
の
季
札
の
記
事
で
、
も
う
一
つ
注
目
し
た
い
の
は
、
末
尾
に
附
せ
ら
れ
た
徐
の
人
々
の
歌
謡
が
、「
兮
」
字
を
挟
ん
だ
や
や
破
格
の
九
歌
型
（『
楚
辞
』
九

歌
に
特
有
の
句
型
）
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
漢
代
当
時
、
こ
の
句
型
を
持
つ
歌
謡
は
、
単
に
誦
読
さ
れ
る
の
み
で
な
く
、
実
際
に
楽
器
の
演
奏
を
伴
っ
て
歌
わ
れ
る

も
の
で
あ
っ
た(

11)

。
そ
し
て
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
九
歌
型
歌
謡
と
し
て
は
、
前
掲
『
史
記
』
に
記
す
荊
軻
の
「
風
蕭
蕭
兮
易
水
寒
（
風
蕭
蕭
と
し
て
易
水
寒
し
）」
歌
、
項
羽

の
「
力
抜
山
兮
気
蓋
世
（
力
は
山
を
抜
き
気
は
世
を
蓋お

ほ

ふ
）」
歌
、
同
巻
八
・
高
祖
本
紀
に
記
す
劉
邦
の
「
大
風
起
兮
雲
飛
揚
（
大
風
起
き
て
雲
飛
揚
す
）」
歌
、『
漢
書
』
巻

五
十
四
・
蘇
建
伝
附
蘇
武
伝
に
記
す
李
陵
の
「
径
万
里
兮
度
沙
幕
（
万
里
を
径
て
沙
幕

さ

ば

く

を
度わ

た

る
）」
歌
、
同
巻
九
十
六
下
・
西
域
伝
下
に
記
す
烏
孫
公
主
細
君
の
「
願
為
黄
鵠

兮
帰
故
郷
（
願
は
く
は
黄
鵠
と
為
り
て
故
郷
に
帰
ら
ん
こ
と
を
）」
歌
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
こ
の
中
に
は
、
た
と
え
ば
荊
軻
の
出
立
、
項
羽
の
四
面
楚
歌
、
李
陵
と
蘇
武
と
の

別
れ
の
場
面
な
ど
、
前
後
の
文
脈
と
そ
の
記
述
の
あ
り
方
か
ら
、
そ
れ
ら
の
歌
が
演
劇
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
登
場
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
せ
る
も
の
も
多

い(

12)

。
す
る
と
、
同
種
の
歌
を
含
ん
で
記
さ
れ
る
延
陵
季
子
の
故
事
も
、
元
来
は
音
楽
と
と
も
に
上
演
さ
れ
る
芸
能
で
あ
っ
た
か
と
推
測
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
延
陵
季
子
に
ま
つ
わ
る
こ
の
故
事
は
、
漢
代
に
お
い
て
歌
を
伴
う
語
り
物
文
芸
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
言
え
そ
う
だ
。
前
掲

の
『
新
序
』
に
認
め
ら
れ
た
文
体
的
特
徴
は
、
そ
う
し
た
要
素
を
多
分
に
温
存
し
つ
つ
書
き
留
め
ら
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
先
行
研
究
に
よ
る
と
、『
新
序
』
と
い
う
書
物
は
、

編
者
劉
向
が
先
行
文
献
か
ら
忠
実
に
説
話
を
採
集
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
本
書
の
説
話
集
と
し
て
の
性
格
が
特
徴
付
け
ら
れ
る
と
い
う(

13)

。 

 

で
は
、
後
漢
時
代
、
こ
う
し
た
芸
能
が
上
演
さ
れ
て
い
た
の
は
ど
こ
だ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
そ
れ
は
宴
席
と
い
う
場
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
漢
代
画
像
石
を

介
し
て
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が(

14)

、
論
述
の
都
合
上
、
そ
の
概
略
を
示
せ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
漢
代
も
後
漢
時
代
に
入
る
と
、
墓
室
を
飾
る
画
像

石
に
は
現
世
的
宴
席
風
景
を
描
く
も
の
が
多
く
な
り
、
そ
こ
に
は
し
ば
し
ば
、
主
客
が
宴
飲
を
楽
し
む
様
子
と
と
も
に
、
袖
や
裳
を
翻
し
て
舞
う
人
、
絲
竹
の
楽
器
を
奏
で
、

建
鼓
を
打
ち
鳴
ら
す
楽
人
、
さ
ま
ざ
ま
な
曲
芸
や
格
闘
技
を
披
露
す
る
人
々
の
姿
も
見
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
宴
席
で
上
演
さ
れ
る
諸
々
の
出
し
物
を
描
い
た
も
の
だ
ろ

う
。
そ
し
て
、
時
と
し
て
そ
の
一
角
に
、
た
と
え
ば
「
荊
軻
刺
秦
王
」「
二
桃
殺
三
士
」「
周
公
輔
成
王
」「
泗
水
升
鼎
」
と
い
っ
た
歴
史
故
事
の
図
像
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
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あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
上
述
の
よ
う
な
宴
の
場
面
に
隣
接
し
て
現
れ
る
ば
か
り
か
、
中
に
は
、
そ
の
図
像
内
に
楽
人
の
姿
を
含
む
も
の
も
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
登
場
人
物
た
ち

が
、
ま
る
で
舞
人
さ
な
が
ら
の
流
麗
な
筆
致
で
描
か
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
歴
史
故
事
を
描
く
そ
れ
ら
の
図
像
は
、
宴
席
で
上
演
さ
れ
る
演
劇
を
活

写
し
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
話
芸
が
語
っ
て
聞
か
せ
る
世
界
を
視
覚
的
に
再
現
し
て
み
せ
た
も
の
か
と
推
し
測
ら
れ
よ
う
。
先
に
見
た
延
陵
季
子
の
故
事
も
、
漢
代
画
像
石

に
散
見
す
る
題
材
の
一
つ
で
あ
る(

15)

。 

 

さ
て
、
こ
こ
で
想
起
さ
れ
た
い
の
は
、
漢
代
に
お
け
る
五
言
詩
展
開
の
場
で
あ
る
。
前
述
の
と
お
り
、
そ
れ
は
宴
席
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
語
り
物
や
演
劇
と
い
っ
た
叙

事
的
口
承
文
芸
と
五
言
詩
と
は
、
ジ
ャ
ン
ル
こ
そ
異
な
る
も
の
の
、
同
じ
場
で
、
宴
席
文
芸
と
い
う
性
格
を
共
有
す
る
間
柄
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
だ
と
す
れ
ば
、
宴

席
と
い
う
場
を
介
し
て
、
歴
史
故
事
の
内
容
が
、
五
言
詩
と
い
う
文
芸
様
式
に
流
れ
込
む
と
い
う
こ
と
は
当
然
起
こ
り
得
た
だ
ろ
う
。
漢
代
当
時
、
い
ま
だ
知
識
人
の
文
学

と
し
て
は
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
五
言
詩
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
こ
う
し
た
通
俗
的
な
文
芸
を
取
り
込
む
余
地
も
多
分
に
残
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
五
言
詩
に
お
け
る
詠
史

詩
と
い
う
新
ジ
ャ
ン
ル
の
誕
生
は
、
こ
の
よ
う
な
経
緯
で
起
こ
っ
た
出
来
事
で
あ
る
と
筆
者
は
推
定
す
る
。 

 

詠
史
詩
の
始
原
に
位
置
す
る
班
固
は
、
そ
の
晩
年
に
当
た
る
永
元
年
間
（
八
九
―
一
〇
五
）
の
初
め
、
車
騎
将
軍
か
ら
大
将
軍
と
な
っ
た
外
戚
、
竇
憲
の
下
で
中
護
軍
を

務
め
た
（『
後
漢
書
』
巻
四
十
下
・
班
彪
列
伝
下
付
班
固
伝
）。『
後
漢
書
』
巻
八
十
上
・
文
苑
列
伝
上
（
傅
毅
）
に
よ
る
と
、
竇
憲
の
幕
下
で
は
、
先
に
も
触
れ
た
傅
毅
が
主

記
室
・
司
馬
を
歴
任
し
、
傅
毅
や
班
固
と
肩
を
並
べ
た
崔
駰
（
？
―
九
二
）
が
車
騎
将
軍
の
主
簿
を
務
め
、
特
に
班
固
が
参
入
し
た
頃
に
は
、「
憲
の
府
の
文
章
の
盛
ん
な
る

こ
と
、
当
世
に
冠
た
り
（
憲
府
文
章
之
盛
、
冠
於
當
世
）」
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
当
時
こ
う
し
た
文
学
活
動
が
行
わ
れ
る
場
と
い
え
ば
、
宴
席
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
た
と
え
ば
傅
毅
と
班
固
の
作
品
が
伝
存
す
る
「
竇
將
軍
北
征
頌
」（『
藝
文
類
聚
』
巻
五
十
九
）
と
い
っ
た
正
統
的
文
学
作
品
の
競
作
に
並
行
し
て
、
遊
戯
的
に

五
言
の
詩
歌
が
詠
じ
ら
れ
、
ま
た
時
に
は
余
興
と
し
て
、
歴
史
故
事
を
演
ず
る
語
り
物
や
演
劇
が
楽
し
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
場
に
身
を
置
い
て
い
た
文
人
た
ち
に

は
、
五
言
詠
史
詩
と
い
う
も
の
を
創
出
す
る
契
機
は
い
く
ら
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
班
固
の
詠
史
詩
の
中
に
霍
去
病
を
詠
ず
る
一
首
が
あ
っ
た
こ
と
は
先
に
も

述
べ
た
と
お
り
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
、
班
固
が
竇
憲
（『
後
漢
書
』
巻
二
十
三
・
竇
融
列
伝
に
本
伝
を
付
す
）
に
仕
え
た
こ
と
に
因
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
霍
去
病
と
竇
憲
と

は
、
現
王
朝
と
の
間
に
姻
戚
関
係
を
持
つ
こ
と
、
大
将
軍
と
し
て
匈
奴
に
出
征
し
た
と
い
う
こ
と
で
共
通
す
る
。
逸
句
の
内
容
が
霍
将
軍
の
死
去
に
ま
で
及
ぶ
も
の
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
そ
の
詩
は
た
だ
竇
憲
を
称
揚
す
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
と
想
像
さ
れ
る
が
、
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
一
抹
の
諷
刺
を
も
含
む
そ
う
し
た
内

容
は
、
元
来
が
戯
れ
歌
で
あ
っ
た
五
言
詩
に
乗
せ
る
こ
と
こ
そ
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
で
ろ
う
。 

  
 
 
 
 

三 

班
固
の
詠
史
詩
と
『
列
女
伝
頌
図
』 
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班
固
の
詠
史
詩
の
う
ち
、
延
陵
季
子
を
詠
じ
た
も
の
は
、
当
時
の
宴
席
で
行
わ
れ
て
い
た
語
り
物
文
芸
に
取
材
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
れ
で
は
、
緹
縈
や

秋
胡
夫
妻
を
題
材
と
す
る
詠
史
詩
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
故
事
は
、
前
掲
の
『
新
序
』
と
同
じ
著
者
、
劉
向
の
『
列
女
伝
』
に
見
え
て
い
る
の
で
あ
っ

た
が
、
こ
の
書
物
に
つ
い
て
は
、『
漢
書
』
巻
三
十
・
藝
文
志
、
諸
子
略
、
儒
家
類
に
記
す
「
劉
向
所
序
六
十
七
篇
」
の
注
に
、
こ
れ
ら
の
編
纂
物(

16)

の
内
訳
と
し
て
、『
新

序
』『
説
苑
』『
世
説
』
に
並
ん
で
『
列
女
伝
頌
図
』
と
い
う
記
載
が
見
え
て
い
る
。
ま
た
、
同
巻
三
十
六
・
楚
元
王
伝
附
劉
向
伝
に
は
、 

向
睹
俗
彌
奢
淫
、
而
趙
・
衛
之
賊
起
微
賤
、
踰
禮
制
。
向
以
爲
王
教
由
内
及
外
、
自
近
者
始
。
故
採
取
詩
書
所
載
賢
妃
貞
婦
、
興
國
顯
家
可
法
則
、
及
孽
嬖
亂
亡
者
、

序
次
爲
列
女
傳
凡
八
篇
、
以
戒
天
子
。
及
采
傳
記
行
事
、
著
新
序
・
説
苑
凡
五
十
篇
奏
之
。 

向
は
俗
の

弥
い
よ
い
よ

奢
淫
と
な
り
、
而
し
て
趙
〈
趙
飛
燕
姉
妹
〉・
衛
〈
衛
婕
妤
〉
の
賊
の
微
賤
よ
り
起
き
、
礼
制
を
踰
ゆ
る
を
睹み

る
。
向
以
為
へ
ら
く
王
教
は
内
由
り
外
に

及
び
、
近
き
者
自よ

り
始
む
と
。
故
に
詩
書
に
載
す
る
所
の
賢
妃
貞
婦
の
、
国
を
興
し
家
を
顕
し
て
法
則
と
す
可
き
も
の
、
及
び
孽
嬖
乱
亡
せ
し
者
を
採
取
し
、
序
次
し

て
『
列
女
伝
』
凡
そ
八
篇
を
為
し
て
、
以
て
天
子
を
戒
む
。
及
び
伝
記
行
事
を
采
り
て
、『
新
序
』『
説
苑
』
凡
そ
五
十
篇
を
著
し
て
之
を
奏
す
。 

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
編
纂
目
的
と
い
う
視
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、『
列
女
伝
』
は
『
新
序
』
等
の
書
物
と
同
列
に
あ
る
も
の
の
よ
う
に
推
察
さ
れ
る
。
だ
が
、
文
体
と
い
う

側
面
に
目
を
向
け
る
と
、『
新
序
』
に
記
さ
れ
た
延
陵
季
子
の
逸
話
と
は
異
な
っ
て
、『
列
女
伝
』
の
記
事
に
は
、
そ
れ
が
語
り
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
痕
跡
を
そ
れ

ほ
ど
顕
著
に
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
か
ろ
う
じ
て
登
場
人
物
た
ち
の
科
白
の
中
に
、
畳
み
掛
け
る
よ
う
な
雄
弁
さ
が
感
知
さ
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
そ
れ
が
語
り

物
文
芸
で
あ
っ
た
こ
と
の
根
拠
に
は
な
る
ま
い
。
先
行
研
究
に
よ
る
と
、
今
本
『
列
女
伝
』
は
、
劉
向
そ
の
人
に
よ
る
原
本
を
大
き
く
逸
脱
す
る
も
の
で
は
な
く
、
お
お
む

ね
信
頼
に
値
す
る
資
料
で
あ
る
と
い
う(

17)

。
そ
れ
な
ら
、
班
固
の
詠
史
詩
に
歌
わ
れ
た
緹
縈
や
秋
胡
夫
妻
の
故
事
は
、
そ
れ
を
書
き
記
す
文
献
『
列
女
伝
』
と
ど
の
よ
う
な

関
係
に
あ
る
と
見
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
か
。 

 

こ
こ
で
振
り
返
り
た
い
の
が
、
前
掲
『
漢
書
』
藝
文
志
に
記
さ
れ
た
『
列
女
伝
頌
図
』
と
い
う
文
献
名
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、『
列
女
伝
』
は
「
伝
」
の
み
な
ら
ず
、「
頌
」

や
「
図
」
を
伴
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
近
年
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
後
の
唐
代
変
文
と
同
じ
様
式
、
す
な
わ
ち
図
と
文
と
が
合
わ
さ
っ
て
ひ
と
つ
の
故
事
を

物
語
る
も
の
で
あ
り
、
伝
存
す
る
最
も
早
い
事
例
が
劉
向
『
列
女
伝
』
で
あ
る
と
い
う(
18)

。
そ
れ
な
ら
ば
、『
列
女
伝
』
は
変
文
と
同
様
、
教
訓
を
旨
と
す
る
大
義
名
分
を

持
ち
つ
つ
も
、
か
な
り
の
娯
楽
性
を
帯
び
た
文
芸
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
彼
女
た
ち
の
故
事
は
、
宮
殿
の
壁
面
や
屏
風
に
描
か
れ
て
い
た
と
い
う
が(

19)

、

そ
れ
を
髣
髴
と
さ
せ
る
図
像
は
、
各
地
か
ら
出
土
す
る
漢
代
画
像
石
に
よ
く
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら(

20)

、
そ
う
し
た
絵
図
を
示
し
な
が
ら
語
ら
れ
る
物
語
は
、
宮
中

の
み
な
ら
ず
、
広
く
民
間
の
社
交
空
間
に
も
流
布
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
絵
解
き
物
語
が
、
同
じ
よ
う
な
場
で
詠
じ
ら
れ
る
五
言
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の
詩
歌
に
浸
潤
し
た
と
は
十
分
に
考
え
得
る
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、
班
固
が
文
人
と
し
て
活
躍
し
た
後
漢
の
章
帝
期
、
宮
中
の
宴
席
で
上
演
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
実
な
五

言
歌
辞
「
鼙
舞
歌
・
関
東
有
賢
女
」
に
は
、『
列
女
伝
』
に
見
え
る
よ
う
な
女
性
た
ち
の
故
事
が
多
く
詠
み
込
ま
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る(

21)

。
歴
史
故
事
が
、
五
言
の
徒

詩
よ
り
も
先
に
楽
府
詩
に
多
く
摂
取
さ
れ
た
こ
と
は(

22)

、
同
じ
宴
席
と
い
う
場
で
展
開
し
た
詩
歌
で
も
、
よ
り
通
俗
的
な
楽
府
詩
の
方
に
、
語
り
物
や
絵
解
き
物
語
が
馴

染
み
や
す
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

な
お
、
緹
縈
を
詠
じ
た
班
固
の
詠
史
詩
は
、
娘
が
処
刑
さ
れ
る
父
を
救
い
出
す
と
い
う
内
容
や
、
一
人
の
勇
敢
な
娘
と
不
甲
斐
な
い
多
く
の
息
子
た
ち
と
を
対
比
さ
せ
る

結
び
か
ら
、
思
わ
ず
作
者
自
身
の
最
晩
年
を
連
想
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
班
固
は
、
不
法
行
為
を
働
い
た
我
が
子
等
の
た
め
に
捕
ら
え
ら
れ
、
獄
中
で
死
去
す
る
と
い
う

不
本
意
な
最
期
を
遂
げ
た
の
で
あ
っ
た
が
（
前
掲
『
後
漢
書
』
本
伝
）、
た
と
え
ば
獄
中
で
、
息
子
等
に
対
す
る
落
胆
や
、
こ
う
し
た
結
果
を
招
い
た
自
身
へ
の
忸
怩
た
る
思

い
を
、
歴
史
故
事
に
託
し
た
五
言
歌
謡
に
載
せ
て
歌
っ
た
可
能
性
が
な
い
と
は
言
え
な
い
。
も
し
、
こ
う
し
た
推
測
が
成
り
立
つ
の
で
あ
れ
ば
、
本
作
品
は
、
す
で
に
宴
席

文
芸
と
し
て
成
立
し
て
い
た
五
言
詠
史
詩
が
、
班
固
の
陥
っ
た
特
異
な
境
遇
に
よ
り
、
個
人
的
心
情
を
の
せ
て
詠
ず
る
歌
謡
様
式
に
変
容
し
た
も
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
か
も
し
れ
な
い
。
同
じ
人
物
が
、
同
じ
ジ
ャ
ン
ル
の
歌
謡
を
、
場
合
に
よ
っ
て
異
な
る
動
機
か
ら
詠
ず
る
こ
と
は
十
分
に
有
り
得
よ
う
。 

 

と
こ
ろ
で
、
漢
代
の
宮
殿
に
描
か
れ
た
の
は
、『
列
女
伝
』
に
記
さ
れ
た
よ
う
な
女
性
た
ち
ば
か
り
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
後
漢
の
王
延
寿
「
魯
霊
光
殿
賦
」（『
文
選
』

巻
十
一
）
は
、
前
漢
景
帝
（
在
位
前
一
五
七
―
前
一
四
一
）
の
王
子
、
魯
の
恭
王
劉
余
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
霊
光
殿
の
壁
面
に
つ
い
て
、 

上
紀
開
闢
、
遂
古
之
初
、
…
…
下
及
三
后
、
婬
妃
亂
主
、
忠
臣
孝
子
、
烈
士
貞
女
、
賢
愚
成
敗
、
靡
不
載
敍
。
惡
以
誡
世
、
善
以
示
後
。 

上
は
開
闢
、
遂
古
の
初
め
を
紀
し
、
…
…
下
は
三
后
、
婬
妃
乱
主
、
忠
臣
孝
子
、
烈
士
貞
女
に
及
ぶ
ま
で
、
賢
愚
成
敗
、
載
叙
せ
ざ
る
は
靡な

し
。
悪
は
以
て
世
を
誡
め
、

善
は
以
て
後
に
示
す
。 

と
描
写
し
、
ま
た
、
後
漢
の
明
帝
（
在
位
五
七
―
七
五
）
が
画
宮
に
描
か
せ
た
図
画
に
関
連
し
て
、
曹
植
「
画
賛
序
」
に
は
、 

觀
畫
者
、
見
三
皇
五
帝
、
莫
不
仰
戴
。
見
三
季
暴
主
、
莫
不
悲
惋
。
見
簒
臣
賊
嗣
、
莫
不
切
齒
。
見
高
節
妙
士
、
莫
不
忘
食
。
見
忠
節
死
難
、
莫
不
抗
首
。
見
忠
臣
孝

子
、
莫
不
嘆
息
。
見
淫
夫
妬
婦
、
莫
不
側
目
。
見
令
妃
順
后
、
莫
不
嘉
貴
。
是
知
存
乎
鑑
者
圖
畫
也
。 

画
を
観
る
者
、
三
皇
五
帝
を
見
れ
ば
、
仰
ぎ
戴
か
ざ
る
は
莫
し
。
三
季
〈
夏
・
殷
・
周
の
末
代
〉
の
暴
主
を
見
れ
ば
、
悲
惋
せ
ざ
る
は
莫
し
。
簒
臣
賊
嗣
を
見
れ
ば
、

切
歯
せ
ざ
る
は
莫
し
。
高
節
の
妙
士
を
見
れ
ば
、
食
を
忘
れ
ざ
る
は
莫
し
。
忠
節
死
難
を
見
れ
ば
、
首
を
抗
げ
ざ
る
は
莫
し
。
忠
臣
孝
子
を
見
れ
ば
、
嘆
息
せ
ざ
る
は

莫
し
。
淫
夫
妬
婦
を
見
れ
ば
、
目
を
側

そ
ば
だ

て
ざ
る
は
莫
し
。
令
妃
順
后
を
見
れ
ば
、
嘉
貴
せ
ざ
る
は
莫
し
。
是
れ
鑑
を
存
せ
る
は
図
画
な
る
を
知
る
な
り
。 

と
の
記
述
が
見
え
て
い
る(

23)

。
当
時
の
宮
殿
の
壁
面
に
は
、
女
傑
や
貞
女
た
ち
以
外
に
も
、
高
い
節
義
を
持
っ
た
烈
士
や
忠
臣
、
親
孝
行
な
息
子
た
ち
の
姿
も
描
か
れ
て
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い
た
ら
し
い
。
こ
う
し
た
人
物
た
ち
の
故
事
は
、『
列
女
伝
』
と
同
様
、
漢
代
画
像
石
に
も
頻
見
し
、
中
に
は
孝
子
董
永
の
よ
う
に
、
そ
の
故
事
の
古
い
記
録
を
た
ど
る
と
、

劉
向
『
孝
子
図
』（『
太
平
御
覧
』
巻
四
一
一
）
と
い
う
文
献
名
に
行
き
着
く
も
の
も
あ
る
。
劉
向
に
は
、
前
掲
『
列
女
伝
頌
図
』
の
ほ
か
、『
孝
子
図
伝
』『
列
仙
伝
』『
列
士

伝
』
の
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が(

24)

、
こ
れ
ら
の
文
献
も
、
伝
や
賛
で
図
を
解
説
す
る
様
式
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
と(

25)

、
孝
子
や
忠
臣
、
烈
士
た
ち
の
故

事
も
ま
た
、
そ
の
絵
図
を
見
な
が
ら
語
ら
れ
る
、
絵
解
き
物
語
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。
前
章
で
取
り
上
げ
た
延
陵
季
子
の
故
事
は
、
そ

の
文
体
か
ら
語
り
物
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
と
推
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
あ
る
い
は
こ
こ
に
い
う
『
列
士
伝
』
の
記
事
の
一
つ
と
し
て
、
絵
解
き
で
も
語
ら
れ
て
い
た

可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
両
者
は
何
ら
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
故
事
が
異
な
る
文
芸
様
式
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
当
然
あ
っ
た
だ
ろ
う
。 

  
 
 
 
 

四 

建
安
の
詠
史
詩
と
荊
軻
の
物
語 

  

以
上
、
班
固
の
作
と
伝
え
ら
れ
る
諸
篇
を
め
ぐ
っ
て
、
詠
史
詩
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
誕
生
し
た
経
緯
を
究
明
し
て
き
た
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
詠
史
詩
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル

は
、
宴
席
と
い
う
場
を
介
し
て
、
歴
史
故
事
を
題
材
と
す
る
語
り
物
文
芸
や
演
劇
、
あ
る
い
は
絵
解
き
物
語
が
、
五
言
詩
と
い
う
新
興
の
詩
型
と
出
会
っ
て
誕
生
し
た
も
の

で
あ
る
と
推
し
測
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
に
続
く
時
代
の
詠
史
詩
に
、
こ
の
こ
と
を
跡
付
け
る
要
素
は
見
出
せ
る
だ
ろ
う
か
。 

 

漢
代
の
宴
席
で
披
露
さ
れ
た
こ
と
が
確
実
視
さ
れ
て
い
る
歴
史
故
事
の
一
つ
に
、
燕
の
太
子
丹
の
た
め
に
秦
王
〈
後
の
始
皇
帝
〉
の
暗
殺
を
図
っ
た
刺
客
荊
軻
の
物
語
が

あ
る
。
先
に
も
言
及
し
た
と
お
り
、『
史
記
』
刺
客
列
伝
に
記
さ
れ
た
こ
の
故
事
は
、
繰
り
返
し
の
多
い
文
体
や
九
歌
型
の
挿
入
歌
な
ど
か
ら
、
そ
れ
が
身
振
り
を
交
え
た
語

り
物
、
も
し
く
は
演
劇
と
し
て
上
演
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
強
く
示
唆
さ
れ
、
ま
た
、
漢
代
画
像
石
に
お
け
る
描
か
れ
方
か
ら
、
そ
の
上
演
の
場
の
一
つ
が
宴
席
で
あ
っ
た
と

推
し
測
ら
れ
る
。
な
ら
ば
、
こ
こ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
推
論
の
と
お
り
、
こ
の
故
事
を
題
材
と
す
る
詠
史
詩
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
そ
れ
は
た
し
か
に
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
本
格
的
な
詠
史
詩
が
始
め
て
出
現
す
る
、
後
漢
末
の
建
安
文
壇
に
焦
点
を
絞
っ
て
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
、
建
安
七
子
の
一
人
、
阮
瑀
（
？
―
二
一
二
）
が

次
の
よ
う
な
作
品
を
残
し
て
い
る
（『
藝
文
類
聚
』
巻
五
十
五
）。 

燕
丹
養
勇
士 

 

燕
丹 

勇
士
を
養
ひ
、 

 
 

燕
の
太
子
丹
は
勇
士
を
召
し
抱
え
、 

荊
軻
爲
上
賓 

 
 
 

荊
軻 

上
賓
と
為
る
。 

 
 

荊
軻
は
大
切
な
賓
客
と
な
っ
た
。 

圖
盡
擢(

26)

匕
首 

 
 
 

図
尽
き
て 

匕
首

あ
ひ
く
ち 

擢ぬ
き

ん
で
、 

 

地
図
の
巻
物
が
開
き
尽
す
と
匕
首
が
切
っ
先
鋭
く
現
れ
る
よ
う
に
仕
込
み
、 

長
驅
西
入
秦 

 
 
 

長
駆
し
て
西
の
か
た
秦
に
入
る
。 

 

長
距
離
を
疾
駆
し
て
西
の
か
た
秦
国
に
入
る
の
で
あ
る
。 
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素
車
駕
白
馬 

 
 
 

素
車 

白
馬
を
駕
し
、 

 
 

木
地
の
ま
ま
彩
色
を
施
さ
ぬ
車
に
白
い
馬
を
付
け
、 

相
送
易
水
津 

 
 
 

相
送
る 

易
水
の
津

ほ
と
り

。 
 

 

出
立
す
る
荊
軻
の
一
行
を
、
易
水
の
岸
辺
に
見
送
る
。 

漸
離
撃
筑
歌 

 
 
 

漸
離 

筑
を
撃
し
て
歌
ひ
、 

 
 

高
漸
離
は
筑
を
打
ち
鳴
ら
し
て
歌
い
、 

悲
聲
感
路
人 

 
 
 

悲
声 

路
人
を
感
ぜ
し
む
。 

 
 

そ
の
悲
し
げ
な
歌
声
は
、
道
行
く
人
の
心
を
揺
さ
ぶ
る
。 

擧
坐
同
咨
嗟 

 
 
 

坐
を
挙
げ
て 

同と
も

に
咨
嗟
し
、 

 

見
送
り
の
宴
に
集
っ
た
者
た
ち
は
み
な
一
様
に
慨
嘆
し
、 

歎
氣
若
靑
雲 

 
 
 

歎
気 

青
雲
の
若ご

と

し
。 

 
 

そ
の
嘆
き
の
た
め
息
が
、
高
い
空
の
雲
の
よ
う
に
湧
き
上
が
る
。 

本
詩
の
題
目
は
伝
わ
ら
な
い
が
、
見
て
の
と
お
り
、
刺
客
と
し
て
秦
に
赴
く
荊
軻
一
行
と
、
彼
ら
を
易
水
の
ほ
と
り
で
見
送
る
燕
の
人
々
と
の
、
死
の
影
の
射
す
不
吉
な
別

れ
の
場
面
を
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
詠
史
詩
と
称
す
る
こ
と
に
無
理
は
な
い
だ
ろ
う
。 

荊
軻
の
故
事
を
詠
じ
た
詩
は
別
の
建
安
詩
人
に
も
あ
る
。
南
宋
の
呉
棫
『
韻
補
』
巻
一
、
十
七
真
部
「
揮
」
字
の
注
に
「
王
粲
詩
」
と
し
て
引
く
佚
句
、 

荊
軻
爲
燕
使 

 

荊
軻 

燕
の
使
ひ
と
為
り
、 

 
 

荊
軻
は
燕
の
使
者
と
な
り
、 

送
者
盈
水
濱 

 

送
る
者 

水
浜
に
盈
つ
。 
 

 

彼
を
見
送
る
人
々
が
水
辺
に
大
勢
集
っ
た
。 

縞
素
易
水
上 

 

縞
素 

易
水
の
上

ほ
と
り

、 
 

 

易
水
の
ほ
と
り
、
白
絹
の
喪
服
に
身
を
包
ん
だ
人
々
は
、 

涕
泣
不
可
揮 

 

涕
泣 

揮
ふ
べ
か
ら
ず
。 

 
 

流
れ
る
涕
を
振
り
払
う
こ
と
も
で
き
ず
に
い
る
。 

が
そ
れ
で
あ
る
。
先
行
研
究
(27)
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
失
題
詩
の
断
片
は
荊
軻
を
詠
じ
た
詠
史
詩
の
一
部
で
あ
り
、
前
掲
の
阮
瑀
の
詩
と
同
時
に
作
ら
れ
た
可
能
性
が

高
い
だ
ろ
う
。 

そ
し
て
、
伝
存
す
る
作
品
は
た
ま
た
ま
こ
の
二
首
の
み
で
あ
る
が
、
同
じ
機
会
に
、
同
じ
テ
ー
マ
で
作
ら
れ
た
詠
史
詩
は
、
同
文
壇
に
属
す
る
他
の
詩
人
た
ち
に
も
あ
っ

た
と
見
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
宴
席
と
い
う
場
で
の
競
作
は
、
建
安
文
壇
を
特
徴
付
け
る
文
学
活
動
で
あ
り(

28)

、
な
お
か
つ
、
詠
史
詩
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
、
も
し
上
述
の

と
お
り
宴
席
と
い
う
場
を
介
し
て
誕
生
し
た
経
緯
を
持
つ
も
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
前
掲
の
よ
う
な
詠
史
詩
が
、
同
じ
場
に
居
合
わ
せ
た
複
数
名
の
詩
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ

る
の
は
自
然
の
成
り
行
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
漢
末
に
当
た
る
建
安
文
壇
の
周
辺
で
は
、
後
漢
時
代
の
画
像
石
に
描
か
れ
た
宴
席
さ
な
が
ら
の
情
景
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た

と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
場
で
上
演
さ
れ
て
い
た
荊
軻
の
物
語
が
、
同
じ
場
で
詠
じ
ら
れ
て
い
た
五
言
詩
に
浸
潤
し
て
、
先
に
見
た
よ
う
な
建
安
詩
人
た
ち
の
詠
史
詩
に

結
実
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。 

 

そ
う
だ
と
す
る
と
、
詠
史
詩
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
は
本
来
、
社
交
的
な
場
で
競
作
さ
れ
る
遊
戯
性
の
強
い
詩
歌
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
建
安
文
人
た
ち
の
詩
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作
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
こ
の
推
論
は
、
建
安
文
壇
に
始
ま
る
文
学
的
潮
流
の
末
端
に
位
置
す
る
、
六
朝
末
の
詩
人
た
ち
の
作
品
か
ら
遡
及
し
て
跡
付
け
る
こ
と
も
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
時
期
の
文
人
た
ち
に
、
歴
史
上
の
人
物
に
題
を
取
る
競
作
、
い
わ
ゆ
る
賦
得
詩
が
相
当
数
あ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
具
体
的
に
は
、
梁
か
ら
陳
に
か
け
て
の

張
正
見
に
「
賦
得
韓
信
詩
」、
陳
の
周
弘
直
（
五
〇
〇
―
五
七
五
）
と
楊
縉
に
「
賦
得
荊
軻
詩
」、
阮
卓
（
五
三
一
―
五
八
九
）
に
「
賦
詠
得
魯
連
詩
」、
劉
刪
に
「
賦
得
蘇
武

詩
」、
祖
孫
登
に
「
賦
得
司
馬
相
如
詩
」、
陳
か
ら
隋
に
か
け
て
の
王
由
礼
に
「
賦
得
馬
援
詩
」
と
題
す
る
作
品
が
残
っ
て
い
る
（
以
上
、
全
て
『
藝
文
類
聚
』
巻
五
十
五
所

収
）。
斯
波
六
郎
に
よ
る
と
、「
賦
得
」
と
は
、「
集
会
の
席
」
で
「
数
人
が
共
通
の
大
題
の
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ
小
題
を
分
得
し
て
作
」
る
も
の
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
が
題
目

に
取
り
上
げ
ら
れ
て
競
作
さ
れ
る
が
、
同
氏
は
そ
の
所
論
の
中
で
、
前
掲
の
張
正
見
、
祖
孫
登
、
劉
刪
に
つ
い
て
、
彼
ら
の
閲
歴
を
示
し
た
上
で
、「
こ
れ
ら
の
人
人
が
、
文

会
の
席
上
、
漢
代
の
有
名
人
を
分
題
し
て
詩
を
作
っ
た
こ
と
は
十
分
あ
り
得
る
と
思
わ
れ
る
」
と
し
て
い
る(

29)

。
彼
ら
の
詩
作
は
、
建
安
文
壇
に
萌
芽
を
見
た
詩
の
競
作

と
い
う
遊
戯
的
文
学
活
動
が
、
よ
り
洗
練
の
度
を
極
め
、
そ
れ
が
詠
史
詩
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
も
行
わ
れ
た
も
の
だ
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
お
、
周
弘
直

と
楊
縉
に
同
題
の
賦
得
詠
史
詩
が
残
っ
て
い
る
が
、
賦
得
の
意
味
を
斯
波
論
文
に
よ
っ
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
二
首
は
別
の
機
会
に
同
じ
題
を
得
て
詠
じ
ら
れ
た
も
の

な
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
ら
ば
、
詠
史
詩
の
遊
戯
的
競
作
に
お
い
て
、
荊
軻
の
故
事
が
そ
れ
ほ
ど
好
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
荊
軻
を
詠
じ
た
現
存
す

る
六
朝
期
の
詠
史
詩
と
し
て
は
、
西
晋
の
左
思
「
詠
史
八
首
」
其
六
（『
文
選
』
巻
二
十
一
）、
東
晋
の
陶
淵
明
「
詠
荊
軻
詩
」（『
藝
文
類
聚
』
巻
五
十
五
）
に
、
梁
の
呉
均

「
渡
易
水
」（『
楽
府
詩
集
』
巻
五
十
八
）
も
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。『
楽
府
詩
集
』
同
巻
が
、
前
掲
の
楊
縉
の
賦
得
詩
を
、
呉
均
の
こ
の
作
品
に
続
け
て
、
陽
縉
「
荊
軻
歌
」

と
し
て
採
録
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
宋
の
孝
武
帝
劉
駿
の
「
詠
史
詩
」（『
藝
文
類
聚
』
巻
五
十
五
）
が
、
聶
政
と
荊
軻
の
刺
客
二
人
を
あ
わ
せ
て
詠
じ
て
い

る
。 

  
 
 
 
 

五 

建
安
文
壇
に
見
る
詠
史
詩
の
新
局
面 

  

詠
史
詩
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
誕
生
に
は
、
宴
席
で
上
演
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
語
り
物
や
演
劇
、
絵
解
き
物
語
が
大
き
く
関
与
し
て
い
た
ら
し
い
。
前
章
で
見
た
荊

軻
を
詠
ず
る
建
安
詩
は
、
こ
の
推
論
を
裏
付
け
る
典
型
的
な
事
例
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
建
安
の
詠
史
詩
に
詠
わ
れ
た
テ
ー
マ
で
、
宴
席
文
芸
と
し
て
行
わ
れ
た
形
跡
の

見
当
た
ら
な
い
歴
史
故
事
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
秦
の
穆
公
の
死
に
殉
じ
て
亡
く
な
っ
た
三
人
の
良
臣
、
奄
息
・
仲
行
・
鍼
虎
の
故
事
で
、『
春
秋
左
氏
伝
』
文
公
六
年
、『
史

記
』
巻
五
・
秦
本
紀
（
穆
公
を
謬
公
と
表
記
）
に
そ
の
事
柄
が
記
さ
れ
、
彼
ら
を
追
悼
し
て
作
ら
れ
た
詩
が
『
詩
経
』
秦
風
「
黄
鳥
」
で
あ
る
。
で
は
、
こ
う
し
た
故
事
が

詠
史
詩
の
題
材
と
な
っ
た
こ
と
を
ど
う
捉
え
る
べ
き
か
。
本
稿
の
仮
説
に
対
す
る
反
証
と
見
る
か
、
あ
る
い
は
別
の
見
方
が
可
能
だ
ろ
う
か
。 
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三
良
を
詠
じ
た
建
安
の
詠
史
詩
と
は
、
本
稿
冒
頭
に
示
し
た
『
文
選
』
所
収
の
王
粲
「
詠
史
詩
」
と
曹
植
「
三
良
詩
」、
及
び
『
藝
文
類
聚
』
巻
五
十
五
に
収
録
す
る
阮
瑀

の
詩
で
あ
る
。
ま
ず
、
阮
瑀
の
作
品
か
ら
示
す
こ
と
と
し
よ
う
。 

誤
哉
秦
穆
公 

 

誤
れ
る
哉 

秦
の
穆
公
は
、 

 
 

誤
っ
た
こ
と
よ
、
秦
の
穆
公
は
。 

身
没
從
三
良 

 
 
 

身
没
せ
ば 

三
良
を
従
は
し
む
。 

 

自
身
が
亡
く
な
れ
ば
、
三
人
の
良
臣
を
従
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
。 

忠
臣
不
違
命 

 
 
 

忠
臣
は
命
に
違
は
ず
、 

 
 

忠
臣
た
ち
は
下
さ
れ
た
命
に
背
く
こ
と
な
く
、 

隨
軀(

30)

就
死
亡 

 
 
 

随
躯
し
て
死
亡
に
就
く
。  

 

君
主
に
従
っ
て
死
へ
の
道
に
就
い
た
の
だ
。 

低
頭
闚
壙
戸 

 
 
 

頭
を
低た

れ
て
壙

く
わ
う

戸こ

を
闚

う
か
が

ひ
、 

 

頭
を
垂
れ
て
墓
穴
の
奥
を
窺
い
、 

仰
視
日
月
光 

 
 
 

日
月
の
光
を
仰
視
す
。 

 
 

天
を
仰
い
で
日
月
の
光
を
見
つ
め
る
。 

誰
謂
此
可
處 

 
 
 

誰
か
謂
は
ん 
此こ

こ

に
処
る
可
し
と
、 

 

こ
の
墓
穴
の
中
は
身
を
置
け
る
と
こ
ろ
だ
な
ど
と
誰
が
言
う
も
の
か
、 

恩
義
不
可
忘 

 
 
 

恩
義 

忘
る
可
か
ら
ざ
れ
ば
な
り
。 

 

恩
義
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
が
ゆ
え
に
殉
死
す
る
の
だ
。 

路
人
爲
流
涕 

 
 
 

路
人 

為た
め

に
流
涕
し
、 
 

 

路
傍
の
人
々
は
彼
ら
の
た
め
に
涕
を
流
し
、 

黃
鳥
鳴
高
桑 

 
 
 

黄
鳥 

高
桑
に
鳴
く
。 

 
 

黄
鳥
は
、
高
く
伸
び
た
桑
の
梢
で
鳴
い
て
い
る
。 

こ
の
詩
で
は
、
三
良
の
死
は
君
主
の
穆
公
が
命
じ
た
結
果
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
阮
瑀
は
、
彼
ら
を
道
連
れ
に
し
た
穆
公
を
「
誤
れ
る
哉
」
と
非
難
す
る
一
方
、
三
良
の

思
い
を
代
弁
し
て
、
墓
穴
の
中
へ
身
を
投
ず
る
こ
と
は
耐
え
難
い
こ
と
だ
が
、
君
主
か
ら
受
け
た
恩
義
の
た
め
に
殉
死
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
と
詠
じ
て
い
る
。 

王
粲
の
詩
も
、
次
の
と
お
り
阮
瑀
と
似
通
っ
た
立
場
を
取
る
。
前
半
の
み
挙
げ
よ
う
。 

自
古
無
殉
死 

 

古
自よ

り
殉
死
無
し
と
は
、 

 
 

太
古
の
昔
か
ら
殉
死
が
礼
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、 

達
人
共
所
知 

 

達
人
の
共
に
知
る
所
な
り
。 

 
 

道
理
に
通
じ
た
人
物
た
ち
が
共
通
し
て
知
っ
て
い
る
こ
と
だ
。 

秦
穆
殺
三
良 
 
 
 

秦
穆
は
三
良
を
殺
せ
り
、 

 
 

秦
の
穆
公
は
そ
の
死
に
際
し
て
三
人
の
善
良
な
る
臣
下
を
殺
し
た
が
、 

惜
哉
空
爾
爲 

 
 

惜
し
い
哉 

空
し
く

爾
か
く
の
ご
と

く
為
せ
る
は
。 

残
念
な
こ
と
よ
、
何
の
意
味
も
な
く
そ
う
し
た
非
礼
を
為
し
た
こ
と
は
。 

結
髪
事
明
君 

 
 
 

結
髪
し
て
明
君
に
事つ

か

へ
、 

 
 

元
服
し
て
よ
り
立
派
な
君
主
に
仕
え
、 

受
恩
良
不
訾 

 
 

恩
を
受
く
る
こ
と
良

ま
こ
と

に
訾は

か

ら
れ
ず
。 

 

誠
に
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
の
恩
義
を
受
け
て
き
た
。 

臨
歿
要
之
死 

 
 
 

歿
す
る
に
臨
ん
で
之
に
死
を
要も

と

む
れ
ば
、 

だ
か
ら
、
君
主
が
没
す
る
に
際
し
て
臣
下
に
殉
死
を
求
め
れ
ば
、 
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焉
得
不
相
隨 

 
 

焉
ん
ぞ
相
随
は
ざ
る
を
得
ん
や
。 

 

ど
う
し
て
そ
れ
に
従
わ
な
い
で
い
ら
れ
よ
う
。 

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
と
は
別
の
見
解
を
示
す
の
が
曹
植
の
「
三
良
詩
」
で
あ
る
。
こ
れ
も
前
半
の
み
を
挙
げ
る
。 

功
名
不
可
爲 

 

功
名 

為
す
可
か
ら
ず
、 

 
 

功
名
は
、
利
己
的
に
狙
っ
て
打
ち
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、 

忠
義
我
所
安 

 
 
 

忠
義 

我
が
安
ん
ず
る
所
な
り
。 

 

忠
義
こ
そ
、
私
が
心
安
ら
か
に
則
る
も
の
で
あ
る
。 

秦
穆
先
下
世 

 
 
 

秦
穆 

先
に
下
世
し
、 

 
 

秦
の
穆
公
は
先
に
逝
去
し
、 

三
臣
皆
自
殘 

 
 
 

三
臣 

皆
自
ら
残

そ
こ
な

へ
り
。 

 
 

三
人
の
良
臣
は
み
な
自
ら
そ
の
身
を
捨
て
て
従
っ
た
。 

生
時
等
榮
樂 

 
 
 

生
け
る
時
に
は
栄
楽
を
等
し
く
し
、 

 

生
き
て
い
る
時
は
、
栄
華
や
歓
楽
を
君
臣
で
分
か
ち
合
い
、 

旣
没
同
憂
患 

 
 
 

既
に
没
し
て
は
憂
患
を
同
じ
う
す
。 

 

主
君
が
没
し
て
し
ま
う
と
、
そ
の
憂
い
悲
し
み
を
共
に
し
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
詩
で
目
を
引
く
の
は
、
三
良
の
殉
死
が
自
ら
の
意
志
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
曹
植
の
詠
ず
る
三
良
は
、
穆
公
に
対
し
て
ゆ
る
ぎ
な
い
忠
義
の
心
を

持
ち
、
そ
れ
ゆ
え
生
前
の
楽
し
み
も
死
後
の
憂
い
も
君
主
と
共
に
し
た
の
だ
と
し
て
褒
め
称
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
、
阮
瑀
や
王
粲
が
、
君
主
に
は
逆
ら
え
な
い
臣
下
の

立
場
か
ら
三
良
を
詠
ず
る
の
と
は
異
な
る
。
阮
瑀
の
没
年
（
二
一
二
）
な
ど
か
ら
推
し
測
っ
て
、
こ
れ
ら
の
詩
の
競
作
は
、
建
安
十
六
年
（
二
一
一
）
頃
と
見
る
の
が
最
も

妥
当
だ
ろ
う
。
時
に
曹
植
は
二
十
歳
、
王
粲
は
三
十
五
歳
。
そ
れ
な
ら
、
曹
植
の
詠
唱
の
危
う
い
純
粋
さ
も
、
王
粲
や
阮
瑀
と
の
温
度
差
も
頷
け
る
。 

 

そ
れ
に
し
て
も
、
君
臣
の
信
頼
関
係
を
問
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
、
こ
の
詩
題
の
過
酷
さ
は
ど
う
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
う
し
た
話
題
を
め
ぐ
る
談
論
は
、
曹
魏
政
権
の

幕
下
で
は
決
し
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
一
例
の
み
挙
げ
れ
ば
、『
三
国
志
』
巻
十
一
・
邴
原
伝
裴
注
に
引
く
『
邴
原
別
伝
』
に
次
の
よ
う
な
逸
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。

―
―
五
官
中
郎
将
と
な
っ
た
曹
丕
の
主
催
す
る
宴
席
で
、
主
が
大
勢
の
賓
客
に
こ
う
問
い
か
け
た
。「
君
主
も
父
も
重
篤
な
病
に
罹
っ
て
い
る
。
丸
薬
は
一
粒
の
み
。
さ
て
、

い
ず
れ
を
助
け
る
か
」
と
。
喧
々
諤
々
た
る
一
座
の
中
で
、
当
代
切
っ
て
の
文
化
人
、
邴
原
の
み
は
議
論
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
が
、
曹
丕
に
発
言
を
求
め
ら
れ
た
彼
は
一
言
、

父
だ
と
答
え
、
曹
丕
の
口
を
封
じ
た
。
―
―
こ
の
逸
話
は
、
曹
氏
と
士
人
層
と
の
緊
迫
し
た
力
関
係
を
生
々
し
く
伝
え
て
い
よ
う
。
曹
丕
が
五
官
中
郎
将
と
な
っ
た
の
は
建

安
十
六
年
（
二
一
一
）
で
あ
り
、
ち
ょ
う
ど
前
掲
の
三
良
詩
が
作
ら
れ
た
と
思
し
い
時
期
と
重
な
っ
て
い
る
。
前
年
に
は
曹
操
（
一
五
五
―
二
二
〇
）
が
求
賢
令
や
述
志
令

を
発
し
、
曹
魏
政
権
は
磐
石
の
基
盤
を
整
え
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
時
期
、
君
主
へ
の
忠
義
を
質
す
踏
み
絵
の
よ
う
な
談
論
が
、
曹
氏
の
主
催
す
る
宴
席
で
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
、
そ
し
て
、
曹
氏
の
威
圧
に
対
し
て
、
そ
の
配
下
に
あ
る
知
識
人
た
ち
が
屈
す
る
こ
と
な
く
、
対
等
な
立
場
を
取
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
も
し
か
し

た
ら
、
先
に
示
し
た
三
首
の
詠
史
詩
は
、
こ
う
し
た
き
わ
ど
い
座
談
の
余
興
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

た
だ
、
内
容
の
過
酷
さ
と
は
裏
腹
に
、
三
良
の
詠
史
詩
も
ま
た
、
前
述
の
荊
軻
の
詩
と
同
様
、
遊
戯
的
な
場
で
競
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
。
こ
の
こ
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と
が
端
的
に
窺
え
る
の
は
王
粲
の
詩
で
あ
る
。
前
掲
の
第
五
・
六
句
「
結
髪
事
明
君
、
受
恩
良
不
訾
（
結
髪
し
て
明
君
に
事
へ
、
恩
を
受
く
る
こ
と
良
に
訾は

か

ら
れ
ず
）」
に
注

目
さ
れ
た
い
。
こ
の
両
句
は
表
現
上
、
蘇
武
「
詩
四
首
」
其
三
（『
文
選
』
巻
二
十
九
）
に
い
う
「
結
髪
爲
夫
妻
、
恩
愛
兩
不
疑
（
結
髪
し
て
夫
妻
と
為
り
、
恩
愛 

両
つ
な

が
ら
疑
は
ず
」
を
も
じ
っ
て
い
る
が
、
蘇
武
に
仮
託
さ
れ
た
こ
の
詩
の
内
容
は
、
実
は
行
役
に
赴
く
夫
と
妻
の
別
れ
を
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
。
類
似
す
る
フ
レ
ー
ズ
は
、
同

じ
建
安
詩
人
の
楽
府
詩
、
陳
琳
の
「
飲
馬
長
城
窟
行
」（『
玉
台
新
詠
』
巻
一
）
に
、「
結
髪
行
事
君
、
慊
慊
心
意
間
（
結
髪
し
て
行
き
て
君
に
事
へ
、
慊
慊
た
り
心
意
の
間
）」、

曹
植
の
「
種
葛
篇
」（『
玉
台
新
詠
』
巻
二
）
に
、「
與
君
初
婚
時
、
結
髪
恩
義
深
（
君
と
初
め
て
婚
せ
し
時
、
結
髪
し
て
恩
義
深
し
）」
と
見
え
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ

も
妻
が
夫
に
語
り
か
け
る
科
白
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
王
粲
の
前
掲
句
は
、
君
臣
関
係
を
夫
婦
と
い
う
間
柄
に
重
ね
な
が
ら
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
フ
レ

ー
ズ
が
無
意
識
的
に
選
択
さ
れ
た
と
は
思
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、
先
に
引
用
し
た
部
分
に
続
く
王
粲
詩
の
後
半
、
第
十
七
・
十
八
句
「
生
爲
百
夫
雄
、
死
爲
壯
士
規
（
生

き
て
は
百
夫
の
雄
と
為
り
、
死
し
て
は
壮
士
の
規
と
為
る
）」
も
ま
た
、
同
じ
蘇
武
詩
に
見
え
る
「
生
當
復
來
歸
、
死
當
長
相
思
（
生
き
て
は
当
に
復
た
来
り
帰
る
べ
し
、
死

し
て
も
当
に
長
く
相
思
ふ
べ
し
）」
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
王
粲
の
こ
の
詠
史
詩
は
、
君
主
の
死
に
殉
ず
る
臣
下
を
詠
ず
る

内
容
と
は
裏
腹
に
、
そ
の
言
葉
が
か
も
し
出
す
雰
囲
気
と
し
て
は
、
や
や
軟
派
に
過
ぎ
る
と
受
け
と
め
ざ
る
を
得
な
い
。 

 

三
良
の
詠
史
詩
は
宴
席
で
競
作
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
我
々
に
こ
う
推
測
さ
せ
る
ま
た
別
の
根
拠
と
し
て
、
建
安
詩
人
た
ち
に
僅
か
ば
か
り
先
ん
じ
る
応
劭
の
『
漢
書
注
』

（『
漢
書
』
巻
八
十
一
・
匡
衡
伝
の
顔
師
古
注
に
引
く
）
に
、
三
良
の
故
事
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
て
い
る
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
。 

秦
穆
公
與
群
臣
飮
酒
、
酒
酣
、
公
曰
、
生
共
此
樂
、
死
共
此
哀
。
於
是
奄
息
・
仲
行
・
鍼
虎
許
諾
。
及
公
薨
、
皆
從
死
。
黄
鳥
詩
所
爲
作
也
。 

秦
の
穆
公 

群
臣
と
酒
を
飲
み
、
酒
酣
に
し
て
、
公
曰
く
、「
生
き
て
は
此
の
楽
し
み
を
共
に
し
、
死
し
て
は
此
の
哀
し
み
を
共
に
せ
ん
」
と
。
是
に
於
い
て
奄
息
・
仲

行
・
鍼
虎 

許
諾
す
。
公
の
薨
ず
る
に
及
び
て
、
皆
従
ひ
て
死
す
。「
黄
鳥
」
詩
の
為
に
作
る
所
な
り
。 

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
三
良
の
殉
死
が
宴
席
で
の
談
話
で
決
定
付
け
ら
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
文
選
』
李
善
注
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
先
に
挙
げ
た
曹
植

詩
の
第
五
・
六
句
が
こ
れ
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、
こ
の
こ
と
は
応
劭
の
み
な
ら
ず
、
曹
植
、
及
び
彼
と
文
学
活
動
を
共
に
し
た
建
安
詩

人
た
ち
の
間
で
、
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
認
識
で
あ
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
先
に
指
摘
し
た
王
粲
「
詠
史
詩
」
の
表
現
的
特
徴
と
も
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
三
良
の
故
事
は
、

そ
の
内
容
の
悲
惨
さ
と
は
別
の
次
元
で
、
宴
席
で
の
話
題
と
し
て
は
意
外
に
し
っ
く
り
く
る
も
の
だ
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
曹
丕
が
編
纂
さ
せ
た
類
書

『
皇
覧
』（『
史
記
』
秦
本
紀
の
集
解
に
引
く
）
に
は
、
三
良
が
没
し
た
場
所
に
つ
い
て
、「
秦
の
穆
公
の
冢
は
槖
泉
宮
祈
年
観
の
下
に
在
り
（
秦
穆
公
冢
在
槖
泉
宮
祈
年
觀

下
）」
と
記
し
て
い
る
。
建
安
文
壇
に
集
っ
た
人
々
の
、
こ
の
故
事
に
対
す
る
関
心
の
強
さ
が
窺
え
よ
う
。 

 

以
上
を
要
す
る
に
、
三
良
を
詠
じ
た
建
安
詩
人
の
詠
史
詩
は
、
君
主
へ
の
殉
死
と
い
う
過
酷
な
内
容
を
、
宴
席
と
い
う
場
で
、
表
面
上
は
平
穏
裏
に
、
遊
戯
的
に
競
作
し
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て
み
せ
た
も
の
だ
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、
緊
迫
し
た
君
臣
関
係
を
内
に
孕
む
建
安
文
壇
が
、
そ
の
き
わ
ど
さ
故
に
切
り
開
い
た
詠
史
詩
の
新
た
な
局
面
で
あ
っ
た
。 

  
 
 
 
 

お
わ
り
に 

  

詠
史
詩
と
は
、
五
言
詩
と
い
う
新
興
の
詩
型
と
、
歴
史
故
事
を
物
語
る
諸
々
の
話
芸
と
が
、
後
漢
時
代
、
宴
席
と
い
う
場
を
介
し
て
出
会
っ
て
誕
生
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
生
成
経
緯
ゆ
え
に
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
は
本
来
、
遊
戯
的
か
つ
通
俗
的
な
性
格
を
基
底
に
持
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
漢
末
の
建
安
文
壇
に
至
っ
て
小
さ
な
変
化
が

生
じ
た
。
詠
史
詩
が
、
宴
席
で
上
演
さ
れ
る
歴
史
故
事
文
芸
の
み
な
ら
ず
、
宴
席
で
行
わ
れ
る
、
歴
史
に
取
材
し
た
談
論
を
も
取
り
込
む
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く

し
て
生
ま
れ
た
新
し
い
詠
史
詩
は
、
間
違
い
な
く
従
来
の
作
品
に
は
な
い
屈
折
と
奥
行
き
と
を
抱
え
込
む
こ
と
と
な
っ
た
が
、
そ
の
由
来
は
、
建
安
文
人
た
ち
が
や
む
な
く

置
か
れ
て
い
た
、
あ
る
意
味
い
び
つ
な
君
臣
関
係
と
い
う
も
の
に
求
め
得
る
。
新
し
い
文
学
は
、
こ
う
し
た
荒
地
に
生
ず
る
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
次
の
西
晋
時
代
に

現
わ
れ
る
、
左
思
の
詠
史
詩
は
ま
さ
し
く
そ
れ
で
あ
る
。 

   
 

注 

(

1)

岡
村
繁
「『
文
選
』
編
纂
の
実
態
と
編
纂
当
初
の
『
文
選
』
評
価
」（『
文
選
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
。
初
出
は
『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
三
十
八
集
、
一
九

八
六
年
）
を
参
照
。 

(

2)

趙
望
秦
・
張
煥
玲
『
古
代
詠
史
詩
通
論
』（
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）
第
二
章
「
先
秦
両
漢
―
孕
育
発
軔
期
」
を
参
照
。 

(

3)

柳
川
順
子
『
漢
代
五
言
詩
歌
史
の
研
究
』（
創
文
社
、
二
〇
一
三
年
）。 

(

4)

市
川
桃
子
「
漢
魏
の
詠
史
詩
―
そ
の
成
立
と
発
展
―
」（『
駒
澤
大
学
外
国
語
部
論
集
』
第
十
六
号
、
一
九
八
二
年
）
に
、
詳
し
い
注
解
が
施
さ
れ
て
い
る
。 

(

5)

吉
川
幸
次
郎
「
班
固
の
詠
史
詩
に
つ
い
て
」（『
吉
川
幸
次
郎
全
集
６
』
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
。
初
出
は
『
神
田
博
士
還
暦
記
念
書
誌
学
論
集
』
平
凡
社
、
一
九
五

七
年
）
を
参
照
。 

(

6)

「
首
」
字
、
も
と
「
百
」
に
作
る
。
今
、
吉
川
幸
次
郎
前
掲
論
文
に
従
っ
て
改
め
る
。 

(

7)

清
朝
の
紀
容
舒
『
玉
台
新
詠
考
異
』
巻
二
に
、「
疑
ふ
ら
く
は
、
班
固
の
詠
史
詩
の
中
に
「
秋
胡
の
妻
」
一
首
有
り
て
、
休
亦
（
傅
玄
）
之
に
和
せ
る
か
と
（
疑
班
固
詠
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史
詩
中
有
秋
胡
妻
一
首
、
休
亦
和
之
）」
と
指
摘
す
る
。
前
掲
の
吉
川
論
文
、
市
川
論
文
も
こ
れ
を
援
用
す
る
。 

(
8)
『
隋
書
』
巻
三
十
五
・
経
籍
志
四
に
、「
後
漢
大
将
軍
護
軍
司
馬
班
固
集
十
七
巻
」
と
記
す
。
こ
れ
が
唐
代
玄
宗
期
に
は
十
巻
に
ま
で
目
減
り
す
る
（『
旧
唐
書
』
巻
四

十
七
・
経
籍
志
下
）。 

(

9)

「
顧
」
字
、
諸
本
み
な
「
故
」
に
作
る
。
今
、
串
田
久
治
「
劉
向
『
新
序
』
訳
注
（
三
）」（『
愛
媛
國
文
研
究
』
第
四
十
二
号
、
一
九
九
二
年
）
に
従
っ
て
改
め
る
。 

(

10)

宮
崎
市
定
「
身
振
り
と
文
学
―
史
記
成
立
に
つ
い
て
の
一
試
論
―
」（『
宮
崎
市
定
全
集
５
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
。
初
出
は
『
中
国
文
学
報
』
第
二
十
冊
、
一
九

六
五
年
四
月
）、
及
び
こ
れ
を
展
開
さ
せ
た
柳
川
順
子
「
漢
代
画
像
石
と
語
り
物
文
芸
」（『
中
国
文
学
論
集
』
第
四
十
三
号
、
二
〇
一
四
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

(

11)

藤
野
岩
友
『
巫
系
文
学
論
（
増
補
版
）』（
大
学
書
房
、
一
九
六
九
年
。
初
版
は
一
九
五
一
年
）
所
収
「
神
舞
劇
文
学
」
三
「「
九
歌
」
の
歌
舞
」
を
参
照
。 

(

12)

柳
川
前
掲
書
一
〇
九
―
一
一
四
頁
、
二
七
〇
―
二
七
一
頁
に
例
示
し
て
い
る
。 

(

13)

野
間
文
史
「
新
序
・
説
苑
攷
―
説
話
に
よ
る
思
想
表
現
の
形
式
―
」（『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
三
十
五
号
、
一
九
七
六
年
）
を
参
照
。 

(

14) 

柳
川
前
掲
論
文
（
注
10
）。
な
お
、
こ
れ
に
先
行
し
て
、
小
南
一
郎
「
漢
代
に
お
け
る
演
劇
の
可
能
性
」（『
桃
の
会
論
集
』
第
六
集
・
小
南
一
郎
先
生
古
稀
紀
念
論
集
、

二
〇
一
三
年
）
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
内
容
的
に
重
な
る
と
こ
ろ
も
多
い
が
、
着
眼
点
や
論
述
の
方
法
に
違
い
が
あ
る
。
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。 

(

15)

た
と
え
ば
『
中
国
画
像
石
全
集
』
全
八
冊
（
山
東
美
術
出
版
社
・
河
南
美
術
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
を
縦
覧
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
山
東
省
嘉
祥
県
武
宅
山
村
北
出
土

の
武
氏
祠
左
石
室
後
壁
小
龕
西
壁
の
第
一
層
（
第
一
冊
八
二
図
）、
山
東
省
嘉
祥
県
満
硐
郷
宋
山
出
土
漢
画
像
石
の
第
二
層
（
第
二
冊
九
五
図
）、
四
川
省
雅
安
市
姚
橋

郷
出
土
の
雅
安
高
頤
闕
（
第
七
冊
八
八
図
）
な
ど
に
、
陵
墓
の
樹
木
に
剣
を
奉
ず
る
季
札
の
姿
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

(

16)

「
所
序
」
が
叢
書
の
意
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
清
朝
の
孫
徳
謙
『
漢
書
藝
文
志
挙
例
』
を
援
用
す
る
野
間
前
掲
論
文
を
参
照
。 

(

17)

下
見
隆
雄
「
劉
向
『
列
女
伝
』
伝
記
資
料
の
扱
い
に
つ
い
て
―
原
本
推
定
を
巡
っ
て
」（『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
五
十
五
号
、
一
九
九
五
年
）、
池
田
秀
三
「
劉
向

の
学
問
と
思
想
」（『
東
方
学
報
』
第
五
十
冊
、
一
九
七
八
年
）
を
参
照
。 

(

18)

鄭
先
彬
『
劉
向
《
列
女
伝
頌
図
》
研
究
』（
鳳
凰
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）
二
六
五
―
二
六
七
頁
に
、
楊
公
驥
「
変
相
・
変
・
変
文
考
論
」（『
唐
代
民
歌
考
釈
及
変
文
考

論
』
吉
林
人
民
出
版
社
、
一
九
六
二
年
）
を
援
用
し
な
が
ら
こ
う
論
ず
る
。 

(

19)

鄭
先
彬
前
掲
書
二
六
二
―
二
六
五
頁
を
参
照
。 

(

20)

特
に
、
歴
史
的
人
物
や
故
事
の
図
像
を
び
っ
し
り
と
並
べ
る
武
梁
祠
の
画
像
石
な
ど
は
、
宮
殿
の
壁
画
や
屏
風
絵
を
再
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

長
廣
敏
雄
『
漢
代
画
象
の
研
究
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
六
五
年
）
に
導
か
れ
つ
つ
原
拠
に
当
た
れ
ば
、『
列
女
伝
』
で
は
、
巻
四
・
貞
順
伝
の
「
楚
昭
貞
姜
」
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「
梁
寡
高
行
」、
巻
五
・
節
義
伝
の
「
魯
義
姑
姉
」「
斉
義
継
母
」「
魯
秋
潔
婦
」「
梁
節
姑
姉
」「
京
師
節
女
」、
巻
六
・
弁
通
伝
の
「
斉
鍾
離
春
」
が
確
認
さ
れ
る
。 

(
21)
柳
川
順
子
「
漢
代
鼙
舞
歌
辞
考
―
曹
植
「
鼙
舞
歌
」
五
篇
を
媒
介
と
し
て
―
」（『
中
国
文
化
』
第
七
十
三
号
、
二
〇
一
五
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

(

22)
興
膳
宏
「
左
思
と
詠
史
詩
」（『
乱
世
を
生
き
る
詩
人
た
ち
―
六
朝
詩
人
論
―
』
研
文
出
版
、
二
〇
〇
一
年
。
初
出
は
『
中
国
文
学
報
』
第
二
十
一
冊
、
一
九
六
六
年
十

月
）
に
指
摘
す
る
。 

(

23)

本
文
の
引
用
に
当
た
っ
て
は
、
王
巍
『
曹
植
集
校
注
』（
河
北
教
育
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）
三
八
九
―
三
九
〇
頁
を
参
照
し
た
。
な
お
、
本
資
料
の
意
義
に
つ
い
て
は
、

鄭
先
彬
前
掲
書
二
六
八
頁
に
指
摘
す
る
。 

(

24)

清
朝
の
姚
振
宗
『
漢
書
藝
文
志
拾
補
』
巻
二
・
諸
子
略
（『
二
十
五
史
補
編
』
所
収
）
を
参
照
。 

(

25) 

楊
公
驥
前
掲
書
（
注
18
）
の
東
北
師
範
大
学
文
学
院
学
術
史
文
庫
版
（
中
華
書
局
、
二
〇
一
五
年
）
三
五
〇
―
三
五
一
頁
を
参
照
。 

(

26) 

「
尽
擢
」
の
二
字
、
も
と
「
擢
尽
」
に
作
る
。
今
、
逯
欽
立
『
先
秦
漢
魏
晋
南
北
朝
詩
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
三
年
）
三
七
九
頁
の
修
訂
に
従
っ
て
お
く
。 

(

27)

郁
賢
皓
・
張
采
民
『
建
安
七
子
詩
箋
註
』（
巴
蜀
書
社
、
一
九
九
〇
年
）、
張
蕾
『
王
粲
集
校
注
』（
河
北
教
育
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）
に
指
摘
す
る
。 

(

28)

鈴
木
修
次
『
漢
魏
詩
の
研
究
』（
大
修
館
書
店
、
一
九
六
七
年
）
四
八
九
―
五
〇
一
頁
を
参
照
。 

(

29)

斯
波
六
郎
「「
賦
得
」
の
意
味
に
つ
い
て
」（『
六
朝
文
学
へ
の
思
索
』
創
文
社
、
二
〇
〇
四
年
。
初
出
は
『
中
国
文
学
報
』
第
三
冊
、
一
九
五
五
年
）
を
参
照
。 

(

30)

「
躯
」
字
、
も
と
「
駆
」
に
作
る
。
恐
ら
く
は
字
形
の
類
似
に
よ
る
譌
り
。
今
、『
古
詩
紀
』
巻
十
七
に
拠
っ
て
改
め
る
。 

 

本
稿
は
、
科
学
研
究
費
助
成
事
業
・
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
漢
代
宴
席
文
芸
と
建
安
文
学
と
の
継
承
関
係
に
関
わ
る
研
究
」（
課
題
番
号
一
六
Ｋ
〇
二
五
九
三
）
の
成
果
の

一
部
で
あ
る
。 

この文章は、『六朝学術学会

報』第 18 集（2017 年 3 月）

への投稿原稿の修正版です。

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№42 に挙げたもので

す。 

 


