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一
、
は
じ
め
に

中
国
古
代
の
作
家
の
中
に
、
名
字
の
ほ
か
に
別
号
を
も
つ
者
が
少
な
く
な
い
こ

と
は
、
す
で
に
周
知
の
事
実
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
そ
の
中
に
、
自
身
の
号
を

自
身
が
創
作
し
た
著
作
中
に
登
場
さ
せ
る
作
例
を
系
統
的
に
残
し
た
人
が
存
在
す

る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
よ
く
知
ら
れ
て
は
い
な
い
。
さ
ら
に
、
そ
れ
が
悠
久
の
歴

史
の
な
か
で
絶
え
ず
新
た
な
特
質
を
取
り
込
み
つ
つ
、
甲
か
ら
乙
へ
、
乙
か
ら
丙

へ
と
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
、
一
つ
の
系
譜
を
形
成
し
て
い
る
事
実
は
、
な
お
さ

ら
よ
く
知
ら
れ
て
い
な
い
。
今
、
自
作
中
に
自
身
の
号
を
参
入
さ
せ
る
表
現
手
法

を
﹁
別
号
表
現
﹂
と
仮
称
し
、
こ
の
手
法
に
よ
っ
て
一
篇
を
構
成
し
た
文
学
作
品
、

な
ら
び
に
そ
れ
ら
の
総
体
を
﹁
別
号
文
学
﹂
と
称
す
。

筆
者
は
北
宋
の
蘇そ

軾し
ょ
く︵
一
○
三
七
～
一
一
○
一
、
字
子し

瞻せ
ん

、
蜀
眉
山
の
人
︶

の
文
芸
を
主
た
る
研
究
対
象
と
す
る
が
、
古
今
中
外
の
別
を
問
わ
ず
、
蘇
軾
は
諱
い
み
な

の
﹁
軾
﹂
よ
り
も
、
別
号
の
﹁
東と
う

坡ば

﹂
で
呼
ば
れ
る
こ
と
の
方
が
一
般
的
で
あ
る
。

こ
の
事
実
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、﹁
東
坡
﹂
と
い
う
別
号
は
彼
の
文
芸
に
お
い
て

す
で
に
不
可
分
の
要
素
と
し
て
内
在
化
さ
れ
て
い
る
。
言
う
な
れ
ば
、
本
稿
で
規

定
す
る
と
こ
ろ
の
﹁
別
号
表
現
﹂
を
、
中
国
詩
歌
史
上

0

0

0

0

、
初
め
て
自
覚
的
か
つ
系

統
的
に
用
い
た
詩
人
が
蘇
軾
で
あ
り
、
彼
こ
そ
が
中
国
﹁
別
号
文
学
﹂
を
大
い
に

発
展
さ
せ
た
第
一
人
者
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
の
こ
と
が
巡
り
め
ぐ
っ
て
﹁
蘇
東
坡
﹂

と
い
う
呼
称
の
安
定
感
を
根
底
か
ら
支
え
て
い
る
、
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

た
だ
し
、
蘇
軾
以
前
に
﹁
別
号
表
現
﹂
や
﹁
別
号
文
学
﹂
が
全
く
存
在
せ
ず
、

蘇
軾
に
至
っ
て
忽
然
と
こ
の
文
学
現
象
が
誕
生
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
別
号
の
起

源
は
古
く
、
別
号
が
使
用
さ
れ
た
時
間
は
、
中
国
文
化
史
の
長
さ
そ
の
も
の
に
匹

敵
す
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
の
長
久
の
歴
史
の
中
で
、
蘇
軾
に
至
る

ま
で
に
、
大
き
な
転
機
が
複
数
存
在
し
て
い
る
。
筆
者
が
思
う
に
、
最
初
の
転
機

は
魏
晋
六
朝
期
に
あ
り
、
二
度
目
は
唐
代
、
そ
し
て
三
度
目
が
蘇
軾
の
時
代
、
北

宋
中
後
期
に
あ
る
。
そ
し
て
、
前
述
の
﹁
別
号
文
学
﹂
と
い
う
観
点
か
ら
い
え
ば
、

萌
芽
期
︵
六
朝
︶、
確
立
期
︵
唐
代
︶、
発
展
期
︵
北
宋
︶
と
言
い
換
え
ら
れ
る
。
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本
稿
で
は
、
序
や
史
伝
等
、
非
文
学
系

―
虚
構
よ
り
も
真
実
性
を
強
調
す
る

―
作
品
の
中
で
用
い
ら
れ
た
初
期
の
﹁
別
号
表
現
﹂
が
、
虚
構
性
豊
か
な
文
学

作
品
の
中
で
自
覚
的
に
用
い
ら
れ
﹁
別
号
文
学
﹂
と
し
て
成
立
す
る
唐
以
前
の
時

代
、
す
な
わ
ち
萌
芽
期
に
焦
点
を
当
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
文
学
表
現
と
し
て

成
熟
し
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
。
と
く

に
、
陶
淵
明
の
﹁
五
柳
先
生
伝
﹂
は
﹁
別
号
文
学
﹂
の
祖
と
も
言
う
べ
き
重
要
な

位
相
に
あ
る
作
品
で
あ
る
。
本
作
は
﹃
宋
書
﹄
以
来
、
長
ら
く
陶
淵
明
の
自
伝
作

品
と
見
な
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
、
嵇
康
や
皇
甫
謐
の
﹃
高
士
伝
﹄
の
影
響
を
指

摘
さ
れ
て
い
る
︵
第
四
節
後
述
︶。
本
稿
で
は
そ
の
近
年
の
指
摘
に
基
づ
い
て
再

検
証
を
試
み
る
。
そ
し
て
﹁
別
号
表
現
﹂
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
な
お
本
作
が
自

伝
作
品
た
り
え
な
い
こ
と
を
改
め
て
指
摘
す
る
と
と
も
に
、﹁
五
柳
先
生
伝
﹂
が

ど
の
よ
う
に
﹁
別
号
文
学
﹂
の
確
立
に
寄
与
し
た
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

二
、
別
号
の
起
源

ま
ず
別
号
の
発
生
起
源
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。
清
・
葛
万
里
︵
清
初

の
人
、
生
卒
年
未
詳
︶﹃
別
号
録
﹄
九
巻

1

の
四
庫
全
書
総
目
提
要
︵﹃
四
庫
全
書
﹄

子
部
十
一
類
書
類
︶
と
清
・
章
学
誠
︵
一
七
三
八
～
一
八
○
一
︶﹃
文
史
通
義
﹄

巻
四
︵
内
篇
四
﹁
繁
稱
﹂︶
に
関
連
の
記
述
が
あ
る
。

﹃
別
号
録
﹄
の
四
庫
提
要
は
、
商
山
四し

皓こ
う

︵
秦
末
に
商
山
に
隠
れ
住
ん
だ
四
人

の
隠
士
︶
に
﹁
其
れ
別
号
の
仿な
ら

ふ
所
な
る
か
︵
其
別
號
之
所
仿
乎
︶﹂
と
言
及
し
、

﹁
四
皓
﹂
そ
れ
ぞ
れ
に
別
号
ら
し
き
呼
称
の
あ
る
た
め
、
こ
れ
が
別
号
の
は
し
り

で
は
な
い
か
、
と
推
察
し
て
い
る

2

。
一
方
﹃
文
史
通
義
﹄
は
、
春
秋
・
戦
国
に
端

を
発
す
る
と
見
な
し
、
例
と
し
て
、
春
秋
末
の
范は
ん
れ
い蠡
︵
越
が
呉
を
破
っ
た
後
、
越

を
去
り
﹁
鴟し

い

し

ひ

夷
子
皮
﹂
と
称
し
て
跡
を
く
ら
ま
し
、
後
、﹁
陶
朱
公
﹂
と
称
し
て

大
富
豪
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
︶、
戦
国
楚
の
鶡か
つ

冠か
ん

子し

︵
姓
名
未
詳
︶、
戦
国
の

鬼
谷
子
︵
姓
名
未
詳
︶
の
三
者
を
挙
げ
る
。

両
説
に
つ
い
て
、
ま
ず
﹁
四
皓
﹂
各
々
の
呼
称
は
、
自
号
︵
自
ら
称
し
た
別
号
︶

か
定
か
で
は
な
い
。
後
の
別
号
は
基
本
的
に
自
号
の
た
め
、
そ
の
点
は
む
し
ろ
彼

ら
よ
り
は
る
か
前
の
范
蠡
の
方
が
、
性
格
を
一
に
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
後
世
の

別
号
は
次
節
で
述
べ
る
よ
う
に
、
著
述
や
文
芸
活
動
と
直
結
し
て
い
る
の
で
、
范

蠡
の
例
は
こ
の
点
に
お
い
て
大
き
く
異
な
る
。
残
り
の
二
者
は
言
論
と
深
い
関
わ

り
が
あ
る
も
の
の
、
氏
素
性
が
全
く
分
か
ら
な
い
た
め
、
保
留
に
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
し
か
し
、
右
の
二
書
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
特
定
の
個
人
か
ら
別
号

の
歴
史
が
始
ま
っ
た
、
と
い
う
定
説
は
存
在
し
な
い
よ
う
で
あ
る
。
一
つ
言
え
る

こ
と
は
、
范
蠡
で
あ
れ
、
鬼
谷
子
で
あ
れ
、
そ
の
起
源
は
先
秦
に
ま
で
遡
り
、
現

存
の
史
書
で
遡
れ
る
ほ
ぼ
上
限
と
い
っ
て
よ
い
昔
か
ら
、
後
の
別
号
に
連
な
る
呼

称
法
が
存
在
し
て
い
た
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

ま
た
、
起
源
に
関
連
し
て
も
う
一
つ
指
摘
す
る
と
、
別
号
を
も
つ
人
物
は
一
体

に
隠
士
が
多
い
、
と
い
う
明
確
な
傾
向
が
あ
る
。
范
蠡
の
後
半
生
を
始
め
、
鶡
冠

子
、
鬼
谷
子
、
さ
ら
に
四
皓
を
加
え
て
も
、
政
治
の
表
舞
台
か
ら
離
れ
た
隠
士
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
別
号
の
風
習
と
隠
逸
と
の
間
に
は
高
い
親
和
性
が
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
別
号
と
隠
逸
に
は
深
い
関
わ
り
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

以
下
の
よ
う
に
合
理
的
に
説
明
で
き
る
。
つ
ま
り
、
隠
逸
と
は
そ
も
そ
も
権
力
機

構
か
ら
意
図
的
に
距
離
を
保
ち
、
我
が
身
の
保
全
を
図
る
行
為
で
あ
り
、
そ
の
た
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︶

め
に
跡
を
く
ら
ま
し
、
つ
と
め
て
氏
素
性
を
隠
そ
う
と
も
す
る
。
し
か
し
、
第
三

者
が
彼
ら
を
呼
ぶ
た
め
に
は
便
宜
上
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
の
よ
う
な
も
の
を
つ
け
る
必

要
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
別
号
と
隠
士
の
密
接
な
関
わ
り
は
、
姓
名
不
詳
の
人
物
に

対
す
る
、
こ
の
よ
う
な
命
名
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
か
ら
起
こ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
隠
士
に
便
宜
上
別
称
を
つ
け
る
こ
と
が
一
般
化
し
て
く
る
と
、
今
度

は
そ
の
呼
称

―
地
名
や
身
体
・
思
想
的
特
徴
を
そ
の
ま
ま
命
名
し
た
よ
う
な
素

朴
な
呼
称

―
が
む
し
ろ
隠
士
の
呼
称
と
見
な
さ
れ
、
ひ
い
て
は
そ
れ
を
名
乗
る

こ
と
が
、
隠
士
と
し
て
の
態
度
を
表
明
す
る
一
手
法
と
な
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

先
秦
の
諸
例
は
関
連
の
資
料
に
乏
し
く
、
彼
ら
の
使
用
意
図
を
含
め
詳
細
な
背

景
は
殆
ど
分
か
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
彼
ら
を
、
十
一
世
紀
以
降
、
盛
行
し
一
般
化

す
る
別
号

3

の
遠
い
祖
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
て
も
、
直
接
つ
な
が
る
祖
と
見
な
す

こ
と
は
難
し
い
。
趙
宋
の
別
号
に
直
接
連
続
す
る
淵
源
を
あ
え
て
一
人
だ
け
挙
げ

る
と
、
そ
れ
は
次
節
で
述
べ
る
魏
晋
の
人
、
皇こ
う

甫ほ

謐ひ
つ

で
あ
ろ
う

4

。

三
、「
別
号
表
現
」
の
濫
觴

―
魏
晋
六
朝
期
の
別
号

皇こ
う

甫ほ

謐ひ
つ

︵
二
一
五
～
二
八
二
︶、
字
は
子
安
、
自
ら
玄
晏
先
生
と
号
し
た
。
生

涯
仕
官
せ
ず
、
著
に
﹃
歴
代
帝
王
世
紀
﹄﹃
高
士
伝
﹄﹃
逸
士
伝
﹄﹃
列
女
伝
﹄
等

の
ほ
か
現
存
最
古
の
鍼
灸
の
専
著
で
あ
る
、﹃
針
灸
甲
乙
経
﹄
が
あ
る
。

魏
晋
の
時
代
、
政
界
に
は
数
々
の
陰
謀
が
う
ず
ま
き
、
知
識
人
は
﹁
竹
林
の
七

賢
﹂
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
多
く
が
韜
晦
的
言
動
を
採
っ
た
。
政
治
闘
争
に
巻

き
込
ま
れ
る
リ
ス
ク
を
負
い
つ
つ
官
界
に
留
ま
る
よ
り
も
、
隠
士
と
し
て
野
に
在

る
こ
と
の
方
が
身
命
を
保
全
し
精
神
を
開
放
で
き
る
た
め
、
合
理
的
な
選
択
で
さ

え
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
時
代
に
あ
っ
て
自
ら
を
隠
逸
者
と
し
て
対
外
的
に
示
す

す
必
要
が
生
じ
る
の
は
自
然
の
流
れ
で
さ
え
あ
り
、
か
く
て
自
ら
別
号
を
つ
け
る

行
為
が
起
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
皇
甫
謐
の
ほ
か
、
嵇け
い
が
ん含
︵
二
六
三
～
三
○
六
、
亳は
く

丘き
ゅ
う

子し

と
号
す
︶、
葛
洪
︵
二
八
四
～
三
六
四
、
抱ほ
う

朴ぼ
く

子し

と
号
す
︶、
そ
し
て
や
や

お
い
て
陶
弘
景
︵
四
五
六
～
五
三
六
、
華
陽
隠
居
と
号
す
︶
が
別
号
を
名
乗
っ
た
。

こ
の
四
人
に
つ
い
て
は
、
本
人
も
し
く
は
第
三
者
の
記
述
か
ら
自
号
で
あ
る
こ

と
が
確
実
に
分
か
る

5

。
た
と
え
ば
、
皇
甫
謐
の
場
合
、﹃
晋
書
﹄︵
巻
五
十
一
、
皇

甫
謐
伝
︶
に
﹁
著
述
を
以
て
務
と
為
し
、
自
ら
玄
晏
先
生
と
号
す
。︵
以
著
述
爲
務
、

自
號
玄
晏
先
生
︶﹂
と
見
え
る
。
ま
た
、﹁
三
都
賦
序
﹂︵﹃
文
選
﹄
巻
四
十
五
︶
冒

頭
の
﹁
玄
晏
先
生
曰
﹂
に
附
す
李
善
の
注
は
、
皇
甫
謐
の
﹁
自
序
﹂
を
引
き
、
そ

こ
に
は
﹁
謐
の
自
序
に
曰
く
、
始
め
て
学
に
志
し
、
而
し
て
自
ら
玄
晏
先
生
と
号

す
、
と
。︵
謐
自
序
曰
、
始
志
乎
學
、
而
自
號
玄
晏
先
生
︶﹂
と
あ
る

6

。

葛
洪
も
﹃
抱
朴
子
外
篇
﹄
に
﹁
自
叙
﹂
一
篇
を
設
け
て
自
ら
の
経
歴
と
と
も
に

﹁
抱
朴
子
﹂
と
号
し
た
経
緯
を
記
し
て
い
る

7

。

⋮
⋮
洪
之
爲
人
也
、︹
脱
文
あ
り
︺
而
騃
野
。
性
鈍
口
訥
、
形
貌
醜
陋
。

而
終
不
辯
自
矜
飾
也
。
冠
履
垢
弊
、
衣
或
繿
縷
、
而
或
不
恥
焉
。
俗
之
服

用
、
俄
而
屢
改
、
或
忽
廣
領
而
大
帶
、
或
促
身
而
修
袖
、
或
長
裾
曳
地
、
或

短
不
蔽
脚
。
洪
期
於
守
常
、
不
隨
世
變
。
言
則
率
實
、
杜
絶
嘲
戲
、
不
得
其

人
、
終
日
默
然
。
故
邦
人
咸
稱
之
爲
抱
朴
之
士
。
是
以
洪
著
書
、
因
以
自
號

焉
。
⋮
⋮

⋮
⋮
洪
の
人
と
為
り
や
、
⋮
⋮
騃が
い

野や

︵
頭
が
鈍
い
︶
な
り
。
性　
鈍
く
口　

訥
に
し
て
、
形
貌　
醜
陋
な
り
。
終
に
自
ら
矜
飾
す
る
を
弁
ぜ
ざ
る
な
り
。
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冠
履　
垢
弊
︵
汚
れ
て
い
た
り
破
れ
て
い
た
り
す
る
︶
に
し
て
、
衣　
或
ひ
は

繿ら
ん

縷る

︵
ボ
ロ
︶
な
れ
ど
も
、
或
ひ
は
恥
ぢ
ず
。
俗
の
服
用
も
、
俄
に
し
て
屢

し
ば
改
め
、
或
ひ
は
忽
ち
広
領
︵
広
く
開
い
た
襟
首
︶
に
し
て
大
帯
、
或
ひ

は
促
身
︵
身
体
を
締
め
付
け
る
よ
う
に
小
さ
く
︶
に
し
て
修
袖
︵
長
い
袖
︶、

或
ひ
は
長
裾
に
し
て
地
に
曳
き
、
或
ひ
は
短
く
し
て
脚
を
蔽お
ほ

は
ず
。
洪　
守

常
を
期
し
て
、
世
変
に
随
は
ず
。
言
は
則
ち
率
実
︵
正
直
︶
に
し
て
、
嘲
戯

を
杜
絶
し
、
其
の
人
を
得
ざ
れ
ば
、
終
日　
默
然
た
り
。
故
に
邦
人　
咸み

な
之

を
称
し
て
抱
朴
の
士
と
為
す
。
是
を
以
て
洪
が
書
を
著
す
や
、
因
り
て
以
て

自
ら
焉こ
れ

を
号
す
。
⋮
⋮

右
の
引
用
の
な
か
で
﹁
因
以
﹂
の
語
に
注
目
し
た
い
。﹁
著
書
﹂
と
い
う
行
為

が
﹁
自
號
﹂
の
原
因
・
理
由
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は
皇
甫
謐
の
﹁
以
著
述
爲

務
、
自
號
玄
晏
先
生
﹂
と
い
う
部
分
と
も
共
通
し
て
い
る
。

さ
て
、
前
掲
四
名
の
う
ち
、
嵇
含
を
除
く
三
名
が
自
著
の
中
で
別
号
を
使
用
し

て
い
る
。
皇
甫
謐
は
先
ほ
ど
の
﹁
三
都
賦
序
﹂
の
ほ
か
四
作
品

8
、
葛
洪
は
三
作

品

9

、
陶
弘
景
は
四
作
品

0

で
の
使
用
が
確
認
で
き
た
。
こ
の
う
ち
、
陶
弘
景
の
﹁
授

陸
敬
游
十
賁
文
﹂﹁
本
草
序
﹂
以
外
は
す
べ
て
﹁
抱
朴
子
︵
答
︶
曰
⋮
⋮
﹂
や
﹁
玄

晏
先
生
以
爲
⋮
⋮
﹂
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
。﹁
曰
﹂
と
﹁
以
為
﹂
に
は
訳
語

上
の
違
い
は
あ
る
が
、
自
身
の
見
解
を
導
く
と
い
う
点
で
、
文
に
お
け
る
機
能
は

ほ
と
ん
ど
同
じ
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
を
ふ
ま
え
る
と
、
自
説
を
開
陳

す
る
際
に
用
い
る
の
が
初
期
の
﹁
別
号
表
現
﹂
の
基
本
用
法
と
見
な
さ
れ
る
。

し
か
し
な
ぜ
、
自
説
を
展
開
す
る
に
当
た
り
、
わ
ざ
わ
ざ
別
号
を
使
用
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
今
の
と
こ
ろ
、
自
説
を
客
体
化

し
て
提
示
す
る
工
夫
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
主
観
的
な
持
論
も
、
あ
え
て
別

号
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
第
三
者
的
視
点
が
確
保
さ
れ
、
あ
た
か
も
客
観
性
の

担
保
さ
れ
た
主
張
の
よ
う
に
見
せ
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、﹃
抱
朴
子
﹄
に
よ
く
見
ら
れ
る
、
論
客
と
の
問
答
を
通
し
て
考
え
を
述

べ
る
方
法
は
、
漢
賦
に
見
ら
れ
る
仮
設
問
答
の
形
式
を
想
起
さ
せ
る
。
た
だ
、
こ

れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
別
号
の
問
題
と
い
う
よ
り
は
、
人
称
視
点
も
し
く
は

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
問
題
と
も
考
え
ら
れ
、
本
論
の
趣
旨
か
ら
い
さ
さ
か
離
れ
る
の

で
、
本
稿
で
は
論
じ
な
い
。
こ
こ
で
は
、
さ
し
あ
た
り
初
期
の
﹁
別
号
表
現
﹂
が

概
ね
自
説
開
陳
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
た
事
実
を
指
摘
す
る
に
止
め
て
お
く
。

本
節
の
最
後
に
、
初
期
の
﹁
別
号
表
現
﹂
の
例
外
的
現
象
と
見
な
さ
れ
る
、
陶

弘
景
の
﹁
本
草
序
﹂
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。

隱
居
先
生
在
於
茅
山
巖
嶺
之
上
、
以
吐
納
餘
暇
、
頗
遊
意
方
技
、
覽
本
草

藥
性
、
以
為
盡
聖
人
之
心
、
故
撰
而
論
之
。
⋮
⋮

隱
居
先
生　
茅
山
巌
嶺
の
上
に
在
り
、
以
て
余
暇
に
吐
納
し
、
頗
る
意
を

方
技
に
遊
ば
し
め
、
本
草
の
藥
性
を
覽
、
以
て
聖
人
の
心
を
尽
く
せ
り
と
為

し
、
故
に
撰
し
て
之
を
論
ず
。
⋮
⋮

右
の
例
で
は
、
先
述
し
た
自
説
開
陳
の
用
法
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
用
法
で

﹁
隠
居
先
生
﹂
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
陶
弘
景
に
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
﹁
別

号
表
現
﹂
は
、
唐
代
以
降
、
基
本
的
な
用
法
に
転
じ
る
が
、
こ
の
例
に
そ
の
兆

し
が
す
で
に
現
れ
出
て
い
る
。
陶
弘
景
が
な
ぜ
こ
う
し
た
用
い
方
を
し
た
の

か
、
確
か
な
こ
と
は
分
か
ら
な
い
が
、
本
節
で
採
り
上
げ
た
皇
甫
謐
︵
二
一
五
～

二
八
二
︶・
葛
洪
︵
二
八
四
～
三
六
四
︶
等
、
最
早
期
の
別
号
使
用
者
と
陶
弘
景
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︵
四
五
六
～
五
三
六
︶
の
用
例
の
間
に
、
陶
淵
明
の
﹁
五
柳
先
生
伝
﹂
が
存
在
す

る
事
実
は
見
落
と
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。﹁
五
柳
先
生
伝
﹂
が
陶
弘
景
の

用
例
に
某
か
の
影
響
を
与
え
た
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。
次
節
以

降
、﹁
別
号
表
現
﹂
と
文
学
と
の
距
離
を
一
気
に
縮
め
た
記
念
碑
的
作
品
、
陶
淵

明
の
﹁
五
柳
先
生
伝
﹂
を
採
り
上
げ
、
関
連
の
諸
問
題
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
と

す
る
。

四
、  

陶
淵
明
「
五
柳
先
生
伝
」 

　
　

―
「
別
号
表
現
」
の
新
展
開

（
一
）
陶
淵
明
「
五
柳
先
生
伝
」
は
自
伝
か
？

﹁
別
号
表
現
﹂
の
系
譜
を
辿
る
に
当
た
っ
て
、
陶
淵
明
︵
三
六
五
～
四
二
七
︶

の
﹁
五
柳
先
生
伝
﹂︵
以
下
﹁
本
伝
﹂
と
称
す
︶
は
、
後
世
に
与
え
た
影
響
の
大

き
さ
と
い
う
点
か
ら
、
と
う
て
い
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
作
例
で
あ
る
。
本

伝
は
﹃
宋
書
﹄︵
巻
九
十
三
、
隠
逸
伝
︶
の
陶
淵
明
伝
に
引
用
さ
れ
て
以
来
、
陶

淵
明
の
﹁
実
録
﹂︵
＝
自
伝
︶
と
し
ば
し
ば
見
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
登
場

人
物
で
あ
る
五
柳
先
生
と
筆
者
陶
淵
明
の
関
係
に
つ
い
て
、
作
品
内
で
は
何
一
つ

明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
冒
頭
は
﹁
先
生
は
何
許
の
人
な
る
か
を

知
ら
ず
。
姓
字
を
詳
ら
か
に
せ
ず
︵
先
生
不
知
何
許
人
。
不
詳
姓
字
︶﹂
と
い
う

よ
う
に
素
性
が
ま
っ
た
く
分
か
ら
な
い
と
い
う
破
格
の
書
き
出
し
で
始
ま
り

!

﹁
此

を
以
て
自
ら
終
は
る
︵
以
此
自
終
︶﹂
と
、
そ
の
人
生
が
完
結
し
た
こ
と
ま
で
明

記
さ
れ
、
真
に
自
伝
な
ら
ば
書
き
得
な
い
文
言
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る

@

。
し
か

も
、
陶
淵
明
の
他
の
作
品
に
は
、﹁
五
柳
先
生
﹂
は
お
ろ
か
﹁
五
柳
﹂
と
い
う
語

す
ら
出
て
こ
な
い
。
本
伝
を
自
伝
と
す
る
と
、﹁
五
柳
先
生
﹂
は
陶
淵
明
の
別
号

と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
場
合
、
前
節
で
確
認
し
た
﹁
別
号
表
現
﹂
の
特
徴

―
自
説
開
陳

―
と
比
べ
て
著
し
く
異
な
る
と
い
う
大
き
な
問
題
が
残
る
。

で
は
、﹁
実
録
﹂
と
す
る
に
足
る
証
拠
が
充
分
な
の
か
と
い
う
と
、
決
し
て
そ

う
で
は
な
い
。
現
在
こ
れ
を
﹁
実
録
﹂
と
す
る
根
拠
は
、
本
伝
を
載
せ
る
﹃
宋
書
﹄

の
記
述
が
あ
る
く
ら
い
で
、
し
か
も
そ
の
記
述
も
﹁
嘗
て
五
柳
先
生
伝
を
著
し
、

以
て
自
ら
況た
と

ふ
︵
嘗
著
五
柳
先
生
傳
、
以
自
況
︶﹂、﹁
其
の
自
ら
序の

ぶ
る
こ
と
此

く
の
ご
と
し
。
時
人　
之
を
実
録
と
謂
ふ
︵
其
自
序
如
此
。
時
人
謂
之
實
錄
︶﹂
と

記
す
よ
う
に
、﹃
宋
書
﹄
の
撰
者
沈
約
は
、
陶
淵
明
が
自
身
を
五
柳
先
生
に
擬
え

た
と
述
べ
て
は
い
る
が
、﹁
実
録
﹂
と
断
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
近
年
、︿﹁
五
柳
先
生
伝
﹂
＝
自
伝
説
﹀
に
疑
義
を
呈
す
る
研
究
が
、
日

本
と
中
国
で
現
れ
た
。
も
っ
と
も
早
く
一
石
を
投
じ
た
の
は
小
川
環
樹
氏
で
、
小

川
氏
は
、
劉
向
︵
前
七
七
～
前
六
︶
の
﹃
列
仙
伝
﹄、
嵇
康
︵
二
二
四
～
二
六
三
︶

な
ら
び
に
皇
甫
謐
の
﹃
高
士
伝
﹄
と
形
式
や
表
現
が
類
似
す
る
こ
と
か
ら
、
本
伝

を
﹃
高
士
伝
﹄
の
パ
ロ
デ
ィ
と
し
、
五
柳
先
生
を
陶
淵
明
の
理
想
像
と
す
る
新
説

を
主
張
し
た

#

。
そ
の
後
、
石
川
忠
久

$

・
川
合
康
三

%

・
一
海
知
義

^

の
各
氏
も
同
様
に

﹃
高
士
伝
﹄
の
影
響
を
追
認
し
、
こ
の
説
を
支
持
し
て
い
る
。
中
国
で
も
、
于
溯
・

卞
東
波
の
両
氏
が
、
右
の
研
究
成
果
を
取
り
入
れ
、
や
は
り
﹃
高
士
伝
﹄
の
影
響

を
指
摘
す
る

&

。
と
く
に
川
合
・
于
・
卞
の
三
氏
は
﹁
五
柳
先
生
伝
﹂
と
形
式
の
似

た
袁
粲
︵
四
二
一
～
七
八
︶
の
﹁
妙
徳
先
生
伝
﹂
が
、﹃
宋
書
﹄︵
巻
八
十
九
、
袁

粲
伝
︶
に
、﹁
常か
つ

て
﹃
妙
徳
先
生
伝
﹄
を
著
は
し
、
以
て
嵇
康
の
﹃
高
士
伝
﹄
を

続つ

ぎ
、
以
て
自
ら
況
ふ
︵
常
著
妙
徳
先
生
傳
、
以
續
嵇
康
高
士
傳
、
以
自
況
︶﹂
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と
記
さ
れ
て
い
る
事
実
に
も
着
目
し
、﹃
高
士
伝
﹄
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い

う
説
に
よ
り
説
得
力
を
も
た
せ
て
い
る
。

な
お
こ
の
中
、
石
川
氏
と
卞
氏
が
本
伝
を
非
自
伝
作
品
と
す
る
見
解
を
示
し
て

い
る
。
そ
の
他
は
﹃
高
士
伝
﹄
の
影
響
を
指
摘
し
は
す
る
も
の
の
、
完
全
な
る
非

自
伝
作
品
と
は
見
な
さ
ず
、
虚
実
皮
膜
の
半
自
伝
的
作
品
と
い
う
解
釈
を
し
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
結
論
を
急
が
ず
、
今
一
度
、
本
伝
を
努
め
て
陶
淵
明
当

時
の
文
体
的
伝
統
の
枠
組
み
の
中
に
戻
し
て
再
検
証
を
試
み
た
い
。

（
二
）
自
伝
の
系
譜

本
伝
が
自
伝
で
あ
る
か
否
か
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
そ
も
そ
も
伝
統
的
な
自
伝

と
い
う
も
の
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
ま
ず
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た

い
。
そ
こ
で
﹁
五
柳
先
生
伝
﹂
以
前
の
自
伝
を
、
現
存
す
る
も
の
に
限
っ
て
時
代

順
に
列
挙
し
て
み
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る

*

。

ａ
前
漢
・
司
馬
遷
﹃
史
記
﹄﹁
太
史
公
自
序
﹂

ｂ
前
漢
・
揚
雄
﹁
自
序
︵﹃
漢
書
﹄﹁
揚
雄
伝
﹂︶﹂

ｃ
後
漢
・
王
充
﹃
論
衡
﹄﹁
自
紀
﹂

ｄ
後
漢
・
班
固
﹃
漢
書
﹄﹁
叙
伝
﹂

ｅ
後
漢
・
馬
融
﹁
自
叙
﹂

ｆ
後
漢
・
鄭
玄
﹁
自
序
﹂

ｇ
魏
・
曹
丕
﹃
典
論
﹄﹁
自
叙
﹂

ｈ
魏
・
皇
甫
謐
﹁
自
序
﹂

ｉ
晋
・
葛
洪
﹃
抱
朴
子
﹄﹁
自
叙
﹂

こ
の
う
ち
ａ
、
ｂ
、
ｄ
は
、
正
史
に
お
け
る
伝
で
あ
る
。
次
に
ｃ
、
ｉ
は
、
著

書
の
一
篇
と
し
て
附
さ
れ
た
自
伝
で
あ
る
。
最
後
の
ｅ
、
ｆ
、
ｇ
、
ｈ
は
、
現
在

完
全
な
形
で
伝
わ
っ
て
お
ら
ず
、
他
書
の
な
か
に
引
用
さ
れ
伝
承
さ
れ
た
断
片
的

な
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
内
容
か
ら
判
断
す
る
と
、
他
の
自
伝
と
同
様
に
自
ら

の
事
跡
等
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る

(

。

さ
て
、
右
の
九
種
に
共
通
し
て
、
第
一
に
篇
名
の
類
似
を
指
摘
で
き
る
。
自
伝

は
﹁
自
序
﹂︵
ａ
、
ｂ
、
ｆ
、
ｈ
︶﹁
自
叙
﹂︵
ｅ
、
ｇ
、
ｉ
︶
と
ス
ト
レ
ー
ト
に

標
題
さ
れ
る
こ
と
が
強
半
を
占
め
、﹁
五
柳
先
生
伝
﹂
の
よ
う
に
、
あ
た
か
も
第

三
者
の
名
を
冠
す
る
篇
名
は
存
在
し
な
い
。

第
二
に
、
こ
れ
ら
の
自
伝
は
、
書
物
の
一
篇
と
し
て
相
応
の
分
量
を
有
す
る
。

完
全
な
形
で
伝
わ
る
も
の
の
う
ち
、
最
も
短
い
の
は
ｃ
の
四
二
一
字
で
あ
る
が
、

そ
れ
で
も
、
賛
を
も
含
め
た
本
伝
一
七
一
字
の
約
二
・
五
倍
に
相
当
す
る
。

第
三
に
、
断
片
し
か
伝
わ
ら
な
い
も
の
を
除
く
と
、
い
ず
れ
も
が
本
伝
に
な
い

自
身
の
姓
氏
、
名
字
、
籍
貫
や
家
系
、
経
歴
を
具
体
的
に
記
述
し
て
い
る
。
例
と

し
て
本
伝
と
も
っ
と
も
制
作
年
の
近
い
﹃
抱
朴
子
﹄﹁
自
叙
﹂
を
挙
げ
よ
う
。

抱
朴
子
者
、
姓
葛
、
名
洪
、
字
稚
川
、
丹
陽
句
容
人
也
。
其
先
葛
天
子
、

蓋
古
之
有
天
下
者
也
。
後
降
爲
列
國
、
因
以
爲
姓
焉
。
⋮
⋮

抱
朴
子
な
る
者
、
姓
は
葛
、
名
は
洪
、
字
は
稚
川
、
丹
陽
句
容
の
人
な
り
。

其
の
先
は
葛
天
子
、
蓋
し
古
の
天
下
を
有た
も

つ
者
な
り
。
後　
降
り
て
列
国
と

為
り
、
因
り
て
以
て
姓
と
為
す
。
⋮
⋮

こ
の
よ
う
に
本
伝
と
は
異
な
り
、
自
伝
に
必
須
の
個
人
情
報
が
備
わ
っ
て
い

る
。
経
歴
に
つ
い
て
は
や
や
長
い
た
め
割
愛
す
る
が
、
右
の
引
用
の
後
に
は
、
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祖
先
の
経
歴
か
ら
葛
洪
自
身
の
印
象
的
な
体
験
に
至
る
ま
で
詳
細
に
記
さ
れ
て

い
る

)

。
ま
た
、
本
伝
の
よ
う
に
、
終
焉
の
時
ま
で
記
述
し
た
も
の
も
存
在
せ
ず
、
形

式
・
内
容
、
い
ず
れ
の
点
か
ら
見
て
も
本
伝
が
伝
統
的
な
自
伝
と
完
全
に
異
質
で

あ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

（
三
）「
某
々
先
生
伝
」
の
先
例

つ
づ
い
て
、﹁
五
柳
先
生
伝
﹂
と
い
う
篇
名
に
焦
点
を
当
て
、
類
似
の
篇
名
を

も
つ
先
行
作
品
と
比
較
し
て
み
た
い
。
そ
れ
に
該
当
す
る
作
品
と
し
て
は
、
漢
・

東
方
朔
の
﹁
非
有
先
生
伝
﹂
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
。

﹁
非
有
先
生
伝
﹂
は
、
遠
路
は
る
ば
る
呉
に
仕
え
に
来
た
非
有
先
生
が
三
年
間
、

何
も
為
す
こ
と
な
く
う
ち
過
ご
し
て
い
る
の
を
呉
王
が
訝
し
く
思
い
、
そ
の
理
由

を
問
い
詰
め
た
と
こ
ろ
、
非
有
先
生
が
君
主
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
持
論
を
展

開
す
る
、
と
い
う
構
成
を
と
る
。
非
有
先
生
は
、
そ
の
名
が
す
で
に
非
存
在
の
架

空
の
人
物
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

つ
い
で
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
魏
・
阮
籍
の
﹁
大
人
先
生
伝
﹂
で
あ
る
。﹁
大
人

先
生
伝
﹂
は
、
儒
家
的
人
物
の
大
人
先
生
が
、
世
を
避
け
て
山
林
に
隠
棲
す
る
隠

者
と
、
易
の
思
想
に
の
っ
と
り
時
運
を
待
つ
薪
者
と
議
論
を
交
わ
し
て
、
そ
の
思

想
を
披
露
す
る
、
と
い
う
構
成
で
あ
る
。
ま
た
、
大
人
先
生
が
非
有
先
生
と
同
様

に
架
空
の
人
物
で
あ
る
こ
と
も
、
作
中
随
所
に
見
ら
れ
る
荒
唐
無
稽
な
先
生
の
描

写
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
﹁
大
人
先
生
伝
﹂
は
、﹁
大
人
先
生
は
蓋
し

老
人
な
ら
ん
。
姓
字
を
知
ら
ず
︵
大
人
先
生
蓋
老
人
也
、
不
知
姓
字
︶﹂
と
い
う

書
き
出
し
が
、﹁
五
柳
先
生
伝
﹂
に
酷
似
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
二
作
品
は
、﹁
伝
﹂
を
﹁
論
﹂
に
作
る
テ
キ
ス
ト
の
存
在
が
示

唆
す
る
と
お
り

a

、
議
論
が
主
体
の
作
品
で
あ
る
。
字
数
も
﹁
非
有
先
生
伝
﹂
が

一
千
字
以
上
、﹁
大
人
先
生
伝
﹂
に
至
っ
て
は
四
千
字
を
超
え
る
長
篇
で
あ
り
、

内
容
及
び
規
模
と
い
う
点
か
ら
、﹁
五
柳
先
生
伝
﹂
が
直
接
こ
れ
ら
の
影
響
を
受

け
て
成
立
し
た
と
は
見
な
し
が
た
い
。

こ
の
ほ
か
﹁
某
々
先
生
伝
﹂
と
い
う
篇
名
を
も
つ
作
品
と
な
る
と
、
小
川
氏
を

始
め
近
年
の
研
究
が
等
し
く
そ
の
影
響
を
指
摘
す
る
、
嵇
康
や
皇
甫
謐
の
﹃
高
士

伝
﹄
が
挙
げ
ら
れ
る
。﹃
高
士
伝
﹄
に
つ
い
て
は
、
次
項
に
お
い
て
﹁
五
柳
先
生
伝
﹂

の
後
に
続
く
﹁
妙
徳
先
生
伝
﹂
と
﹁
五
斗
先
生
伝
﹂
と
併
せ
て
少
し
く
論
じ
た
い
。

（
四
）「
某
々
先
生
伝
」
の
系
譜

﹁
五
柳
先
生
伝
﹂
の
直
後
に
は
、
宋
・
袁
粲
︵
四
二
一
～
四
七
八
、
字
は
景
倩
︶

の
﹁
妙
徳
先
生
伝
﹂
が
あ
る
。﹁
妙
徳
先
生
伝
﹂
は
、
一
二
五
字
か
ら
な
る
妙
徳

先
生
に
つ
い
て
の
伝
記
で
、
ま
ず
﹁
非
有
先
生
伝
﹂
や
﹁
大
人
先
生
伝
﹂
の
よ
う

な
長
篇
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
議
論
は
交
わ
さ
れ
ず
、
淡
々
と
妙
徳
先
生
の
人
と

な
り
が
語
ら
れ
る
点
な
ど
は
﹁
非
有
先
生
伝
﹂
や
﹁
大
人
先
生
伝
﹂
よ
り
も
﹁
五

柳
先
生
伝
﹂
に
遥
か
に
近
い
。

と
こ
ろ
で
、
本
節
︵
一
︶
に
お
い
て
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、﹃
宋
書
﹄
に
よ

れ
ば
、
袁
粲
は
嵇
康
の
﹃
高
士
伝
﹄
に
倣
っ
て
﹁
妙
徳
先
生
伝
﹂
を
書
き
、
そ
し

て
そ
こ
に
自
ら
を
擬
え
た
の
だ
と
い
う
。

嵇
康
の
﹃
高
士
伝
﹄︵
正
確
に
は
﹃
聖
賢
高
士
伝
賛
﹄︶
は
現
在
、
注
釈
や
類
書
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の
中
に
断
片
的
に
引
用
さ
れ
る
も
の
し
か
残
っ
て
お
ら
ず
、
全
容
を
知
る
術
が
な

い
。
よ
っ
て
、
袁
粲
の
﹁
妙
徳
先
生
伝
﹂
と
の
関
係
を
正
確
に
分
析
す
る
こ
と
も

困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
司
馬
相
如
と
井
丹
の
二
者
は
、
伝
・
賛
と
も
に
揃
い
、

比
較
的
完
全
な
形
で
伝
わ
っ
て
い
る
。
今
こ
の
数
少
な
い
材
料
を
手
が
か
り
に
考

え
る
と
、
司
馬
相
如
は
、
正
史
の
﹃
史
記
﹄
と
﹃
漢
書
﹄
が
と
も
に
相
当
の
字
数

を
割
い
て
い
る
の
に
対
し
︵
も
っ
と
も
、
そ
の
大
半
は
彼
の
賦
作
品
の
引
用
に
よ

る
︶、﹃
高
士
伝
﹄
で
は
、
伝
・
賛
あ
わ
せ
て
一
六
〇
字
程
度
で
記
述
さ
れ
て
い
る
。

井
丹
の
伝
も
二
五
〇
字
程
度
の
分
量
に
過
ぎ
な
い

b

。

ま
た
、
嵇
康
の
﹃
高
士
伝
﹄
と
相
前
後
し
て
作
ら
れ
た
皇
甫
謐
の
﹃
高
士
伝
﹄

c

を
見
る
と
、
一
篇
の
伝
は
概
ね
百
数
十
か
ら
二
百
数
十
字
で
書
か
れ
、
比
較
的
字

数
の
多
い
前
漢
・
摯し

峻し
ゅ
ん
と
後
漢
・
夏か

馥ふ
く

の
伝
で
さ
え
、
二
四
〇
字
と
二
八
〇
字

で
あ
る
。
先
の
﹁
司
馬
相
如
伝
﹂
と
﹁
井
丹
伝
﹂
の
字
数
と
大
差
無
い
こ
と
を
踏

ま
え
れ
ば
、
お
そ
ら
く
、
嵇
康
の
﹃
高
士
伝
﹄
も
全
体
と
し
て
は
一
篇
が
せ
い
ぜ

い
数
百
字
で
記
さ
れ
た
伝
記
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
る
と
、
一
二
五
字
の

﹁
妙
徳
先
生
伝
﹂
は
、
常
人
と
異
な
る
妙
徳
先
生
の
人
と
な
り
の
描
写
と
い
い
、

形
式
的
に
も
内
容
的
に
も
嵇
康
の
﹃
高
士
伝
﹄
に
似
通
う
も
の
と
な
り
、
先
述
の

﹃
宋
書
﹄
の
指
摘
は
十
分
に
可
能
性
が
高
い
も
の
と
い
え
る
。

さ
て
袁
粲
﹁
妙
徳
先
生
伝
﹂
に
つ
づ
く
の
は
、
初
唐
・
王
績
︵
五
九
〇
～

六
四
四
︶
の
﹁
五
斗
先
生
伝
﹂
で
あ
る
。﹁
五
斗
先
生
伝
﹂
の
制
作
の
背
景
に
つ

い
て
、
呂
才
︵
？
～
六
六
五
︶
の
﹁
王
無
功
文
集
序
﹂

d

を
見
て
み
た
い
。

性
簡
傲
、
飲
酒
至
數
斗
不
醉
。
常
云
、
恨
不
逢
劉
伶
、
與
閉
戸
轟
飲
。
因

著
醉
鄕
記
及
五
斗
先
生
傳
、
以
類
酒
德
頌
。

性　
簡
傲
に
し
て
、
酒
を
飲
む
こ
と
数
斗
に
至
る
も
酔
は
ず
。
常
に
云
ふ
、

﹁
劉
伶
に
逢
ひ
、
与と
も

に
戸
を
閉
ざ
し
て
轟
飲
せ
ざ
る
を
恨
む
﹂
と
。
因
り
て

﹁
酔
郷
記
﹂
及
び
﹁
五
斗
先
生
伝
﹂
を
著
し
、
以
て
﹁
酒
德
頌
﹂
に
類
す
。

王
績
は
﹁
酔
郷
記
﹂
と
﹁
五
斗
先
生
伝
﹂
を
著
し
、
劉
伶
︵
生
卒
年
不
詳
、
魏

晋
間
の
人
で
竹
林
の
七
賢
の
一
人
︶
の
﹁
酒
徳
頌
﹂︵﹃
文
選
﹄
巻
四
十
七
︶
に
擬

え
た
、
と
い
う
。
劉
伶
﹁
酒
徳
頌
﹂
は
﹁
大
人
先
生
﹂
の
酒
浸
り
の
様
を
描
く
こ

と
を
通
し
て
酒
の
功
徳
を
賛
美
し
た
も
の
で
あ
る
。﹃
文
選
集
注
﹄︵
巻
九
十
三
︶

e

は
﹁
大
人
先
生
﹂
に
つ
い
て
呂
向
と
陸
善
経
の
注
を
引
き
、﹁
仮
り
て
乱
を
為つ
く

る

な
り
︵
假
爲
亂
也
︶﹂、﹁
大
人
先
生
は
自
ら
寄
す
る
な
り
︵
大
人
先
生
は
自
ら
寄

す
る
な
り
︵
大
人
先
生
自
寄
也
︶︶﹂
と
し
て
、
劉
伶
自
身
が
大
人
先
生
に
仮
託
さ

れ
て
い
る
と
解
し
て
い
る
。
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
模
し
た
﹁
五
斗
先
生
伝
﹂
も
、

登
場
人
物
の
五
斗
先
生
に
王
績
自
身
が
仮
託
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、﹁
五
斗
先
生
﹂
は
あ
く
ま
で
王
績
が
仮
託
さ
れ
た
存
在
で

あ
り
、
王
績
自
身
と
は
ま
た
異
な
る
人
物
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
傍
証

と
し
て
、
王
績
自
身
に
よ
る
墓
誌
銘
の
序
文
が
参
考
と
な
る
。
い
ま
彼
の
﹁
自
作

墓
誌
文
﹂︵﹃
王
無
功
集
﹄
巻
五
︶
の
序
を
示
す
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

王
績
者
、
有
父
母
、
無
朋
友
。
自
爲
之
字
曰
無
功
焉
。
人
或
問
之
、
箕
踞

不
對
。
蓋
以
有
道
於
己
、
無
功
於
時
也
。
不
聽
書
、
自
達
理
、
不
知
榮
辱
、

不
計
利
害
。
起
家
以
祿
仕
、
歴
數
職
而
進
一
階
。
才
高
位
下
、
免
責
而
已
。

天
子
不
知
、
公
卿
不
識
、
四
十
五
十
而
無
聞
焉
。
於
是
退
歸
、
以
酒
德
遊
於

郷
里
。
往
往
賣
卜
、
時
時
看
書
。
行
若
無
所
之
。
坐
若
無
據
。
郷
人
未
有
達

其
意
也
。
常
耕
東
皐
、
號
東
皐
子
。
身
死
之
日
、
自
爲
銘
焉
。
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王
績
は
、
父
母　
有
れ
ど
も
、
朋
友　
無
し
。
自
ら
之
が
字
を
為つ
く

り
て
無
功

と
曰
ふ
。
人　

或
い
は
之
に
問
ふ
も
、
箕
踞
し
て
対
へ
ず
。
蓋
し
以
て
己
に

道
有
り
て
、
時
に
功
無
け
れ
ば
な
り
。
書
を
聞
か
ず
し
て
、
自
ら
理
に
達
し
、

栄
辱
を
知
ら
ず
し
て
、
利
害
を
計
ら
ず
。
家
を
起
こ
し
て
以
て
禄
仕
し
、
数

職
を
歴
て
一
階
に
進
む
。
才
は
高
く
位
は
下
な
れ
ば
、
責
を
免
る
の
み
。
天

子
は
知
ら
ず
、
公
卿
は
識
ら
ず
、
四
十
五
十
に
し
て
聞
ゆ
る
無
し
。
是
に
於

い
て
退
帰
し
、
酒
徳
を
以
て
郷
里
に
遊
ぶ
。
往
往　
卜
を
売
り
、
時
時　
書
を

看
る
。
行
き
て
は
之
く
所
無
き
が
ご
と
く
、
坐
し
て
は
拠
る
所
無
き
が
ご
と

し
。
郷
人
は
未
だ
其
の
意
に
達
す
る
こ
と
有
ら
ず
。
常
に
東
皐
に
耕
し
、
東

皐
子
と
号
す
。
身
死
す
る
の
日
、
自
ら
銘
を
為つ
く

る
。

注
目
し
た
い
の
は
﹁
常
耕
東
皐
、
號
東
皐
子
﹂
の
部
分
で
あ
る
。
王
績
は
別
号

と
し
て
﹁
東
皐
子
﹂
に
の
み
言
及
し
、﹁
五
斗
先
生
﹂
に
つ
い
て
は
一
言
も
な
い
。

こ
れ
は
や
は
り
、﹁
五
斗
先
生
﹂
が
生
身
の
自
分
の
分
身
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で

仮
託
し
た
架
空
の
人
物
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
陶
淵
明
の
﹁
五
柳
先
生
伝
﹂
を
め
ぐ
っ
て
、︵
一
︶～︵
四
︶
の
観
点
か

ら
考
察
し
た
。
ま
ず
、︵
一
︶
に
お
い
て
、﹁
五
柳
先
生
伝
﹂
を
陶
淵
明
の
自
伝

と
し
、﹁
五
柳
先
生
﹂
を
陶
淵
明
の
別
号
と
見
な
す
根
拠
は
、
陶
淵
明
自
身
の
言

説
の
中
に
も
、
同
時
代
の
言
説
の
中
に
も
、
全
く
存
在
し
な
い
こ
と
を
記
し
た
。

︵
二
︶
に
お
い
て
、
先
行
す
る
自
伝
と
比
較
し
、
形
式
・
内
容
の
い
ず
れ
の
点
に

お
い
て
も
大
き
く
異
な
り
、
や
は
り
自
伝
と
は
見
な
し
難
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

そ
し
て
、︵
三
︶
に
お
い
て
、﹁
某
々
先
生
伝
﹂
の
篇
名
を
も
つ
先
行
作
品
と
比
較

し
、
虚
構
的
要
素
が
強
い
と
い
う
共
通
項
を
有
す
る
も
の
の
、
伝
の
字
数
と
い
う

点
か
ら
、
近
年
の
指
摘
の
通
り
、
嵇
康
や
皇
甫
謐
の
﹃
高
士
伝
﹄
と
類
似
性
が
も
っ

と
も
高
い
こ
と
を
再
確
認
し
た
。
続
く
︵
四
︶
に
お
い
て
、﹁
五
柳
先
生
伝
﹂
よ

り
も
成
立
が
遅
れ
る
﹁
妙
徳
先
生
伝
﹂
と
﹁
五
斗
先
生
伝
﹂
を
採
り
上
げ
、
両
者

が
と
も
に
架
空
の
人
物
を
語
っ
た
虚
構
性
の
高
い
伝
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

こ
れ
ら
に
加
え
、
前
節
で
見
た
早
期
﹁
別
号
表
現
﹂
と
の
相
違
を
も
勘
案
す
れ

ば
、﹁
五
柳
先
生
伝
﹂
は
、
む
ろ
ん
﹃
宋
書
﹄
に
い
う
﹁
実
録
﹂︵
＝
自
伝
︶
で

は
な
く
、
あ
く
ま
で
架
空
の
人
物
に
つ
い
て
語
っ
た
虚
構
の
伝
記
と
い
う
結
論
に

な
る
。

五
、
別
号
文
学
の
萌
芽

―
虚
構
性
の
出
現

こ
の
﹁
別
号
文
学
﹂
の
祖
と
も
い
う
べ
き
、
陶
淵
明
の
﹁
五
柳
先
生
伝
﹂
は
、

極
め
て
特
異
な
位
相
に
あ
る
作
品
で
も
あ
る
。
前
節
の
各
項
で
論
述
し
た
と
お

り
、
こ
の
作
品
に
は
、
も
と
も
と
作
者
の
自
伝
と
し
て
﹁
誤
読
﹂
さ
れ
な
い
た
め

の
、
表
現
上
の
仕
掛
け
が
幾
つ
か
明
示
的
に
施
さ
れ
て
い
た
。
氏
素
性
を
ま
っ
た

く
明
か
さ
な
い
点
、
終
焉
を
明
記
す
る
点
、
五
柳
先
生
＝
作
者
と
い
う
関
係
性
が

作
品
の
内
外
で
ま
っ
た
く
示
さ
れ
な
い
点
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
仕
掛
け
を
素
直

に
受
け
と
め
る
な
ら
ば
、﹁
五
柳
先
生
伝
﹂
は
と
う
て
い
陶
淵
明
の
自
伝
な
ど
で

は
な
く
、
架
空
の
人
物
の
伝
と
見
な
す
の
が
、
も
っ
と
も
合
理
的
解
釈
で
あ
る
。

﹁
五
柳
先
生
﹂
が
陶
淵
明
の
別
号
で
は
な
い
以
上
、﹁
五
柳
先
生
伝
﹂
も
当
然
﹁
別

号
文
学
﹂
た
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
現
実
は
そ
れ
と
は
正
反
対
の
方
向
へ
と
進
行
し
た
。
こ
の
作
品
を
積

極
的
に
﹁
誤
読
﹂
し
よ
う
と
す
る
読
書
史
が
、
遅
く
と
も
﹃
宋
書
﹄
隠
逸
伝
成
立



五
〇

中
国
に
お
け
る
﹁
別
号
文
学
﹂
の
萌
芽
︵
柴
田
︶

の
当
初
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
恐
ら
く
、
彼
の
創
り
出
し
た
文
学
世
界
が
そ
れ
を
誘
導
し
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。
陶
淵
明
文
学
の
特
質
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
る
余
裕
は
な
い
が
、
あ
え
て

大
つ
か
み
に
指
摘
す
る
な
ら
ば
、
彼
の
文
学
に
は
、
第
一
に
隠
逸
︵
帰
田
︶
の
志

向
と
田
園
生
活
自
足
の
傾
向
が
あ
り
︵﹁
帰
去
来
兮
辞
﹂﹁
帰
園
田
居
五
首
﹂
等
︶、

第
二
に
飲
酒
を
酷
愛
す
る
表
現
が
多
く
︵﹁
飲
酒
二
十
首
﹂﹁
止
酒
﹂
等
︶、
第
三

に
虚
構
を
交
え
て
自
己
を
題
材
化
す
る
作
例
も
少
な
く
な
い
︵﹁
形
影
神
﹂﹁
擬
挽

歌
詩
﹂﹁
自
祭
文
﹂︶
と
い
う
三
つ
の
特
質
な
り
傾
向
な
り
が
確
実
に
存
在
す
る
。

五
柳
先
生
を
隠
士
と
見
な
せ
ば
、
こ
の
作
品
に
は
、
右
の
三
つ
の
う
ち
、
第
一

第
二
の
特
質
・
傾
向
が
す
で
に
客
観
的
事
実
と
し
て
備
え
ら
れ
て
い
る
。
作
品
自

体
は
非
自
伝
の
構
え
を
示
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
陶
淵
明
文
学
の
も
つ
第
三
の
特

質
が
、
陶
淵
明
文
学
に
対
し
深
い
愛
好
や
共
感
、
さ
ら
に
は
憧
憬
を
寄
せ
る
同
時

代
な
い
し
後
世
の
愛
読
者
を
し
て
、
陶
淵
明
に
よ
っ
て
仕
掛
け
ら
れ
た
非
自
伝
と

し
て
の
装
置
を
、
い
と
も
容
易
く
取
り
外
さ
せ
、
進
ん
で
﹁
誤
読
﹂
さ
せ
る
力
と

し
て
作
用
せ
し
め
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
さ
れ
る
。

陶
淵
明
自
身
の
思
惑
が
ど
う
で
あ
れ
、
彼
の
没
後
、﹁
五
柳
先
生
伝
﹂
は
、
陶

淵
明
の
﹁
実
録
﹂、
す
な
わ
ち
自
伝
文
学
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
が
当
た
り
前
に

な
っ
て
い
き
、﹁
五
柳
先
生
﹂
は
陶
淵
明
の
別
号
と
し
て
機
能
し
始
め
て
い
っ
た
。

で
は
、
本
伝
が｢

実
録｣

と
さ
れ
る
こ
と
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
別
号
史
上
そ
れ
ま
で
に
な
い
固
有
の
二
つ
の
特
質
、
す
な
わ
ち

①
非
自
説
開
陳
の
用
法
と
②｢

作
者

≠

別
号｣

と
い
う
図
式
が
確
実
に
取
り
込
ま

れ
て
い
っ
た
点
に
集
約
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
右
の
要
素
が
、
次
に
述
べ
る
通
り
、

唐
代
に｢

別
号
文
学｣

が
成
立
す
る
下
地
を
作
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
①
は
、
唐
代
以
降
の｢

別
号
表
現｣

が
こ
の
非
自
説
開
陳
を
基
本
と
し
て

詩
や
賦
と
い
っ
た
新
た
な
文
体
で
使
用
さ
れ
て
い
っ
た
事
実
か
ら
、
表
現
の
幅
を

広
げ
、
様
々
な
文
体
へ
の
応
用
の
可
能
性
を
示
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

②
は
作
者
と
別
号
の
繋
が
り
を
曖
昧
に
し
、
別
号
を
作
者
と
異
な
る
存
在
の
よ

う
に
描
い
て
い
く
手
法
を
確
立
さ
せ
た
。
た
だ
し
、
完
全
に
別
個
の
存
在
で
は
な

い
た
め
、
そ
の
本
質
は
作
品
内
の
戯
画
化
さ
れ
た
作
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し

か
も
、｢

五
柳
先
生｣

が
陶
淵
明
の
作
り
出
し
た
虚
構
の
存
在
と
い
う
こ
と
を
踏

ま
え
る
と
、
こ
の
手
法
に
は
、
作
者
の
か
く
あ
り
た
い
、
か
く
見
ら
れ
た
い
と
す

る
理
想
や
願
望
も
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
。
た
と
え
ば
盛
唐
・
元
結
の

﹁
退
谷
銘｣

等
が
そ
の
傾
向
を
示
す
ほ
か
、
本
伝
の
摸
倣
作
品
で
あ
る
中
唐
・
白

居
易
﹁
酔
吟
先
生
伝｣

は
そ
の
典
型
と
い
っ
て
よ
い
。
就
中
、
北
宋
・
欧
陽
修
は
、

ほ
ぼ
全
て
の
﹁
別
号
表
現
﹂
に
上
述
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
﹁
別
号
文
学
﹂
成
立
の
下
地
は
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
か
く

﹁
五
柳
先
生
伝
﹂
が
﹁
別
号
表
現
﹂
の
用
法
を
拡
充
し
、
別
号
に
濃
厚
な
虚
構
性

を
付
帯
さ
せ
た
点
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、﹁
五
柳
先
生
伝
﹂
は
﹁
別
号
文
学
﹂
の

鼻
祖
と
も
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
﹁
五
柳
先
生
伝
﹂
は
﹁
別

号
文
学
﹂
と
は
無
関
係
の
作
品
で
あ
る
。
す
る
と
、﹁
別
号
文
学
﹂
は
﹁
誤
読
﹂

が
生
み
出
し
た
文
学
現
象
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。



五
一

中
国
に
お
け
る
﹁
別
号
文
学
﹂
の
萌
芽
︵
柴
田
︶

六
、
お
わ
り
に

先
秦
か
ら
始
ま
る
別
号
の
風
習
が
、﹁
別
号
表
現
﹂
と
し
て
顕
現
す
る
の
が
、

魏
晋
の
頃
、
皇
甫
謐
や
葛
洪
の
前
後
で
あ
り
、
そ
れ
が
さ
ら
に
﹁
別
号
文
学
﹂
へ

と
新
た
な
る
発
展
の
可
能
性
を
見
せ
始
め
た
の
が
、
晋
宋
の
際
、
陶
淵
明
の
﹁
五

柳
先
生
伝
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

本
稿
で
対
象
と
し
た
魏
晋
南
北
朝
の
時
代
は
、
別
号
を
称
し
た
人
物
も
少
な

く
、﹁
別
号
表
現
﹂
の
用
例
も
決
し
て
多
く
は
な
い
。
な
に
よ
り
、
詩
と
い
う
、

中
国
文
学
を
代
表
す
る
文
体
に
、
い
ま
だ
そ
の
使
用
が
確
認
さ
れ
な
い
こ
の
時
代

の
﹁
別
号
表
現
﹂
を
﹁
別
号
文
学
﹂
と
み
な
す
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
す
で

に
﹁
五
柳
先
生
伝
﹂
は
陶
淵
明
の
﹁
実
録
﹂
と
見
な
さ
れ
、
陶
弘
景
の
﹁
別
号
表
現
﹂

に
は
新
た
な
時
代
の
芽
吹
き

0

0

0

が
あ
っ
た
。
以
上
を
要
す
れ
ば
﹁
別
号
文
学
﹂
の
﹁
萌0

芽0

﹂
は
魏
晋
南
北
朝
の
晋
宋
の
時
代
に
見
い
だ
す
こ
と
が
出
来
る
。

そ
し
て
、
次
の
唐
で
﹁
別
号
文
学
﹂
は
よ
う
や
く
花
開
く
こ
と
に
な
る
。
た

だ
、
王
績
を
初
め
と
す
る
初
唐
の
﹁
別
号
表
現
﹂
は
、
な
お
質
や
数
量
の
上
で
大

き
な
変
化
は
な
く
、
ま
だ
開
花
に
至
っ
て
は
い
な
い
。
唐
に
お
い
て
真
に
﹁
別
号

文
学
﹂
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
が
誕
生
す
る
の
は
、
や
は
り
盛
・
中
唐
ま
で
待
つ
必
要

が
あ
る
。
唐
以
降
の
﹁
別
号
文
学
﹂
に
つ
い
て
は
別
稿
で
改
め
て
論
じ
る
こ
と
と

し
た
い
。

注1

　

 ﹃
別
号
録
﹄
以
前
に
も
、
南
宋
末
期
の
人
、
徐
光
溥
の
﹃
自
号
録
﹄
一
巻
︵
清
・

陸
心
源
編
﹃
十
万
巻
楼
叢
書
﹄
所
収
、
の
ち
商
務
印
書
館
﹃
叢
書
集
成
初
編
﹄
所
収
︶

と
い
う
別
号
の
専
著
が
あ
る
。
こ
の
書
は
淳
祐
七
年
︵
一
二
四
七
︶
譚
友
聞
の
序
を

冠
し
、
南
北
両
宋
の
代
表
的
人
物
の
別
号
を
、﹁
処
士
﹂﹁
居
士
﹂﹁
先
生
﹂
⋮
⋮
﹁
荘
﹂

﹁
村
﹂﹁
隠
﹂
等
、
呼
称
の
別
に
よ
っ
て
三
十
六
に
分
類
列
記
し
、
そ
の
他
を
雑
類
と

し
て
収
め
る
。
な
お
、﹃
別
号
録
﹄
九
巻
は
、
別
号
の
下
の
一
字
を
韻
に
よ
っ
て
分

類
し
、
宋
・
金
・
元
を
一
巻
に
一
括
し
、
残
り
八
巻
に
明
人
の
別
号
を
掲
載
す
る
。

　

2

　

 

四
皓
に
つ
い
て
は
皇
甫
謐
の
﹃
高
士
伝
﹄
が
﹁
一
曰
東
園
公
、
二
曰
角
︹
甪
〕
里

先
生
、
三
曰
綺
里
季
、
四
曰
夏
黃
公
﹂︵﹃
叢
書
集
成
続
編
﹄
藝
文
印
書
館
︶
と
四

人
の
通
称
を
挙
げ
る
。
ま
た
、﹃
史
記
索
隠
﹄
の
注
は
﹁
陳
留
志
曰
、
園
公
姓
庾
、

字
宣
明
、
居
園
中
、
因
以
為
號
。
夏
黃
公
、
姓
崔
名
廣
、
字
少
通
、
齊
人
、
隱
居

夏
里
修
道
、
故
號
曰
夏
黃
公
。
甪
里
先
生
、
河
内
軹
人
、
太
伯
之
後
、
姓
周
名
術
、

字
元
道
、
京
師
號
曰
霸
上
先
生
、
一
曰
甪
里
先
生
﹂︵﹃
史
記
﹄
巻
五
十
五
﹁
留
侯

世
家
﹂
中
華
書
局　
一
九
五
九
年
九
月
︶
と
、
四
人
の
う
ち
三
人
の
姓
字
を
記
し
て

い
る
。

　

3

　

 

別
号
の
流
行
に
つ
い
て
は
、﹃
自
号
録
﹄︵
注
一
参
照
︶
と
い
う
確
認
で
き
る
も
の

で
は
最
も
古
い
別
号
の
専
著
が
南
宋
末
に
著
さ
れ
た
事
実
や
、
先
述
の
﹃
別
号
録
﹄

の
序
の
﹁
別
號　
盛
于
南
宋
、
濫
于
明
⋮
⋮
﹂
や
、﹃
文
史
通
義
﹄
巻
四
の
﹁
而
︵
趙
︶

宋
人
又
自
開
其
纖
詭
之
門
者
、
則
盡
人
而
有
號
、
一
號
不
止
、
而
且
三
數
未
已
也

⋮
⋮
﹂
と
い
う
指
摘
か
ら
宋
代
︵
特
に
南
宋
︶
か
ら
始
ま
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
。

　

4

　

 

先
述
の
と
お
り
、
宋
代
で
隆
盛
す
る
別
号
は
、
自
号
で
あ
る
。
こ
の
特
徴
を
備
え

た
も
の
と
し
て
は
前
述
の
范
蠡
の
﹁
鴟
夷
子
皮
﹂
と
﹁
陶
朱
公
﹂
も
あ
て
は
ま
る
が
、

﹃
史
記
﹄
巻
四
十
一
﹁
越
王
句
践
世
家
﹂
で
は
、
范
蠡
が
﹁
鴟
夷
子
皮
﹂
と
﹁
陶
朱
公
﹂

を
名
乗
っ
た
こ
と
を
﹁
号
﹂
で
は
な
く
、﹁
謂
﹂
と
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
対
し
て
第

三
章
で
挙
げ
る
皇
甫
謐
以
下
の
魏
晋
南
北
朝
期
の
諸
人
に
対
し
、
正
史
は
み
な
例

外
な
く
﹁
号
﹂
と
い
う
字
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
前
漢
に
お
い
て
は
別
号

の
文
化
は
ま
だ
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、﹃
自
号
録
﹄︵
注
一
参
照
︶
の

分
類
に
従
う
と
﹁
鴟
夷
子
皮
﹂
と
﹁
陶
朱
公
﹂
は
﹁
雑
類
﹂
に
分
類
さ
れ
て
し
ま
い
、

宋
代
の
一
般
的
な
自
号
の
祖
型
と
み
な
せ
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
皇
甫
謐
ま
で
の

間
に
自
号
の
例
の
見
当
た
ら
な
い
こ
と
な
ど
を
鑑
み
て
范
蠡
を
自
号
の
祖
と
せ
ず
、



五
二

中
国
に
お
け
る
﹁
別
号
文
学
﹂
の
萌
芽
︵
柴
田
︶

確
実
な
例
と
し
て
皇
甫
謐
を
そ
の
は
じ
ま
り
と
し
た
。

　
5

　
 

次
に
挙
げ
る
皇
甫
謐
、
葛
洪
の
ほ
か
、
嵇
含
は
﹃
晋
書
﹄
巻
八
十
九
﹁
忠
義
伝
﹂︵
中

華
書
局　

一
九
七
四
年
十
一
︶
月
に
﹁
含
好
学
能
屬
文
。
家
在
鞏
県
亳
丘
、
自
號
亳

丘
子
⋮
⋮
﹂
と
あ
り
、
陶
弘
景
は
﹃
梁
書
﹄
巻
五
十
一
︵
中
華
書
局　

一
九
七
三

年
五
月
︶
に
﹁
⋮
⋮
乃
中
山
立
館
、
自
號
華
陽
隱
居
。﹂
と
あ
る
。

　

6

　

 

上
海
古
籍
出
版
社　

一
九
八
六
年
八
月

　

7

　

 ﹃
抱
朴
子
外
篇
校
箋
﹄
中
華
書
局　

一
九
九
一
年
十
二
月

　

8

　

 ﹁
篤
終
論
﹂、﹃
帝
王
世
紀
﹄﹁
漢
高
祖
論
﹂
及
び
﹁
光
武
論
﹂、﹃
列
女
伝
﹄﹁
龐
娥

親
論
﹂︵
い
ず
れ
も
厳
可
均
﹃
全
晋
文
﹄
巻
七
十
一　

商
務
印
書
館　

一
九
九
九
年
︶

　

9

　

 ﹁
肘
後
略
急
方
序
﹂﹁
養
生
論
﹂﹃
抱
朴
子
﹄︵﹃
太
平
御
覧
﹄
等
に
み
え
る
佚
文
を

含
む
。﹃
全
晋
文
﹄
巻
一
一
六
及
び
一
一
七
、﹃
抱
朴
子
﹄
は
﹃
抱
朴
子
内
篇
校
釈
﹄

中
華
書
局　

一
九
八
五
年
三
月
、﹃
抱
朴
子
外
篇
校
箋
﹄
中
華
書
局　

一
九
九
一
年

十
二
月　

を
参
照
し
た
。︶

　

0

　

 ﹁
授
陸
敬
游
十
賫
文
﹂﹁
答
朝
士
訪
仙
仏
両
法
体
相
書
﹂﹁
本
草
序
﹂﹁
肘
後
百
一
方

序
﹂︵
厳
可
均
﹃
全
梁
文
﹄
巻
四
十
六
及
び
四
十
七　

商
務
印
書
館　

一
九
九
九
年
︶

　

!

　

 

自
ら
別
号
を
称
す
こ
と
は
隠
士
で
あ
る
こ
と
の
表
明
で
、
そ
の
た
め
に
は
称
す
る

所
の
別
号
が
自
身
を
表
し
て
い
る
と
い
う
関
係
性
も
自
明
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
こ
の
書
き
出
し
は
別
号
が
指
向
す
る
効
用
と
相
反
し
て
い
る
と
い
え
、

本
伝
を
﹁
実
録
﹂
と
し
た
場
合
の
不
都
合
の
一
つ
と
み
な
せ
よ
う
。

　

@

　

 ﹁
以
此
自
終
﹂
と
い
う
記
述
が
問
題
視
さ
れ
な
い
の
は
、
陶
淵
明
に
自
身
の
臨
終

を
想
像
し
て
書
い
た
﹁
自
祭
文
﹂
が
あ
る
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

　

#

　

 

小
川
環
樹
﹁﹁
五
柳
先
生
伝
﹂
と
﹁
方
山
子
伝
﹂﹂︵﹃
小
川
環
樹
著
作
集
﹄
第
三
巻　

筑
摩
書
房　

一
九
九
七
年
三
月
︶
論
文
の
初
出
は
早
稲
田
大
学
中
国
古
典
研
究
会

﹁
中
国
古
典
研
究
﹂
第
十
三
号　

一
九
六
五
年
十
二
月
。

　

$

　

 ﹁
淵
明
の
場
合
も
、
そ
の
隠
士
と
し
て
の
処
世
術
全
体
に
、
皇
甫
謐
の
行マ
マ

き
か
た

が
う
か
が
わ
れ
る
が
、
具
体
的
に
著
作
の
面
に
於
い
て
﹃
五
柳
先
生
伝
﹄
に
﹃
高

士
伝
﹄
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
小
川
環
樹

氏
の
論
文
に
触
れ
て
あ
る
。﹁
五
柳
先
生
﹂
自
体
の
発
想
が
お
そ
ら
く
﹃
高
士
伝
﹄

中
の
人
物
よ
り
出
て
い
る
こ
と
、﹃
高
士
伝
﹄
に
よ
く
見
え
る
﹁
不
知
何
許
人
﹂
と

い
う
表
現
を
そ
の
ま
ま
借
用
し
て
い
る
こ
と
、﹃
高
士
伝
﹄
中
に
見
え
る
黔
婁
の
言

を
賛
に
引
用
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
他
﹁
以
此
自
終
﹂︵
韓
順
伝
︶、﹁
環
堵
蕭
然
﹂︵
原

憲
伝
︶﹁
不
慕
栄
利
﹂︵
巣
父
伝
他
︶、﹁
短
褐
穿
結
﹂︵
管
寧
伝
︶
な
ど
の
語
句
の
類

似
が
見
ら
れ
る
こ
と
︵
括
弧
内
は
そ
の
出
典
︶、
な
ど
の
点
が
そ
れ
で
あ
る
。﹂︵﹃
陶

淵
明
と
そ
の
時
代
﹄
第
三
章
﹁
隠
士
陶
淵
明
﹂
研
文
出
版　

一
九
九
四
年
四
月
︶

　

%

　

 ﹁
書
物
の
中
の
自
序
の
中
で
自
分
自
身
の
生
を
書
く
こ
と
、
実
在
に
せ
よ
虚
構
に

せ
よ
他
者
の
伝
を
書
き
な
が
ら
そ
こ
に
自
分
の
願
望
、
理
想
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
、

こ
う
し
た
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が
魏
晋
ま
で
そ
ろ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
を
受
け
て

出
現
す
る
﹁
五
柳
先
生
伝
﹂
に
は
、
上
の
三
つ
の
要
素
が
混
然
と
一
体
化
し
て
い

る
か
に
み
え
る
。
つ
ま
り
﹁
五
柳
先
生
伝
﹂
が
対
象
と
す
る
人
物
は
、
虚
構
性
と

実
在
性
を
同
時
に
備
え
、
自
己
の
伝
で
あ
り
つ
つ
そ
れ
を
他
者
と
し
て
記
述
し
、

作
者
自
身
の
生
活
の
事
実
に
沿
い
つ
つ
同
時
に
理
想
・
願
望
の
実
現
で
も
あ
る
と

い
う
よ
う
に
、
三
者
の
要
素
が
す
べ
て
溶
け
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て

﹁
五
柳
先
生
伝
﹂
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。﹂︵﹃
中
国
の
自
伝
文
学
﹄
Ⅲ
﹁
か

く
あ
り
た
い
我
れ
﹂
創
文
社　

一
九
九
六
年
一
月
︶

　

^

　

 ﹁
た
だ
し
こ
の
特
異
な
書
き
出
し
は
、
淵
明
の
独
創
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
す

で
に
漢
の
劉
向
の
作
と
さ
れ
る
﹃
列
仙
伝
﹄
や
、
晋
の
嵇
康
︵
二
二
三
―
二
六
二
︶

や
皇
甫
謐
︵
二
一
五
―
二
八
二
︶
の
編
と
さ
れ
る
﹃
高
士
伝
﹄
の
類
に
、
似
た
表

現
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。﹂︵﹃
一
海
知
義
著
作
集
二
﹄﹁
Ⅰ
陶
淵

明

―
虚
構
の
詩
人
﹂
二　
五
柳
先
生
伝

―
架
空
の
自
伝　

二
〇
〇
八
年
五
月

︹
初
出
は
﹃
陶
淵
明

―
虚
構
の
詩
人
﹄
岩
波
新
書　

一
九
九
七
年
︺︶

　

&

　

 

于
溯
﹁
互
文
的
歴
史
：
重
讀
︽
五
柳
先
生
傳
︾﹂︵﹃
古
典
文
獻
研
究
﹄
第
十
五
輯　

二
〇
一
二
年
七
月
︶。
卞
東
波
﹁
詩
與
雜
傳

―
陶
淵
明
與
魏
晉
︽
高
士
伝
︾

―
﹂

︵﹃
東
方
學
報
﹄
第
九
十
三
冊　

二
〇
一
八
年
十
二
月
︶

　
*

　

 

整
理
に
当
た
っ
て
は
、
注%

の
川
合
氏
の
著
書
を
参
考
に
し
た
。

　
(

　
 

馬
融
の
﹁
自
序
﹂
は
﹃
世
説
新
語
﹄
文
学
篇
︵﹃
世
説
新
語
校
釈
﹄
上
海
古
籍
出

版
社　

二
〇
一
一
年
十
二
月
︶
の
劉
孝
標
の
注
に
、
鄭
玄
﹁
自
序
﹂
は
劉
知
幾
の

﹁
孝
経
老
子
注
易
伝
議
﹂︵﹃
文
苑
英
華
﹄
巻
七
六
六　

華
聯
出
版
社　

一
九
六
五

年
︶
に
、
曹
丕
﹃
典
論
﹄﹁
自
叙
﹂
は
﹃
三
国
志
﹄
巻
二
﹁
文
帝
紀
﹂︵
中
華
書
局　

一
九
五
九
年
十
二
月
︶
の
終
わ
り
の
裴
松
之
の
注
に
そ
れ
ぞ
れ
確
認
で
き
る
。

　

)

　

 ﹃
抱
朴
子
﹄﹁
自
叙
﹂
の
詳
細
に
つ
い
て
は
注%

の
川
合
氏
の
論
著
に
詳
し
い
。



五
三

中
国
に
お
け
る
﹁
別
号
文
学
﹂
の
萌
芽
︵
柴
田
︶

ま
た
、
本
著
は
司
馬
遷
、
王
充
、
曹
丕
の
自
伝
に
つ
い
て
も
一
節
を
割
い
て
い
る
。

そ
し
て
、
書
物
の
序
と
し
て
の
﹁
太
史
公
自
序
﹂
が
﹁
自
伝
﹂
的
な
印
象
を
受
け

る
要
素
に
①
家
系
・
祖
父
、
②
自
分
の
誕
生
、
③
修
学
、
④
履
歴
・
官
歴
に
つ
い

て
の
記
述
の
あ
る
こ
と
を
挙
げ
、
そ
の
後
の
書
物
の
自
序
に
も
繁
簡
の
差
異
は
あ

れ
、
概
ね
上
記
の
要
素
を
備
え
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
反
対
に
こ
れ
ら
の
要
素
を

欠
く
﹁
五
柳
先
生
伝
﹂
は
印
象
と
し
て
非
自
伝
的
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

a

　

 ﹁
非
有
先
生
伝
﹂
は
、﹃
漢
書
﹄
巻
六
十
五
﹁
東
方
朔
伝
﹂︵
中
華
書
局　

一
九
六
二

年
六
月
︶
で
﹁
非
有
先
生
之
論0

﹂
と
記
さ
れ
、
ま
た
﹃
文
選
﹄
巻
五
十
一
も
﹁
非

有
先
生
論0

﹂
と
し
て
い
る
。﹁
大
人
先
生
伝
﹂
に
つ
い
て
も
、﹃
世
説
新
語
﹄
棲
逸

篇
に
附
さ
れ
た
劉
孝
標
の
注
に
﹁
竹
林
七
賢
論
に
曰
く
、
籍　

帰
り
、
遂
に
大
人

先
生
論0

を
著
す
︵
竹
林
七
賢
論
曰
、
籍
帰
遂
著
大
人
先
生
論
︶﹂
と
あ
る
。

　

b

　

 

嵇
康
﹃
聖
賢
高
士
伝
賛
﹄︵﹃
叢
書
集
成
続
編
﹄
藝
文
印
書
館
︶
に
よ
る
。

　

c

　

 

石
川
氏
は
嵇
康
と
皇
甫
謐
の
﹃
高
士
伝
﹄
が
制
作
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
、
嵇
康

が
皇
甫
謐
よ
り
二
十
年
早
く
没
し
、
そ
の
頃
の
皇
甫
謐
が
ま
だ
重
要
な
地
位
に
い

な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
嵇
康
が
先
に
﹃
高
士
伝
﹄
を
作
っ
て
い
た
と
考
え
る
の
が

妥
当
で
あ
る
と
し
て
い
る
。︵﹃
陶
淵
明
と
そ
の
時
代
﹄
第
二
章
﹁
陶
淵
明
の
帰
田
﹂︶

　

d

　

 ﹃
王
無
功
集
﹄
上
海
古
籍
出
版
社　

一
九
八
七
年
十
一
月

　

e

　

 ﹃
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
景
印
旧
鈔
本
﹄
第
九
集　

一
九
四
二
年
六
月


