
『漢
書
』
揚
雄
停
所
収

｢揚
雄
自
序
｣
を
め
ぐ

っ
て

嘉

瀬

達

男

は

じ

め

に

揚
雄
は
前
漠
未
か
ら
王
葬
の
新
に
か
け
て
の
文
筆
者

･
思
想
家
と
し
て
名
高
い
｡
そ
の
侍
記
は

『漢
書
』
巻
八
七
に
収
め
ら
れ
'
正
史

(1
)

の
髄
例
ど
お
り
侍
と
質
と
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
､
藻
師
古
に
よ
っ
て
上
下
巻
に
分
け
ら
れ

る

程

の
長
文
で
あ
る
0
こ
の
揚
雄
侍
は
揚
雄

自
身
に
よ
る
自
序
と
言
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
'
未
だ
定
論
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
｡
班
固
の
資
に

｢費
目
'
雄
之
自
序
云
爾

(
質
に
日
ふ
'

しか

(2
)

雄
の
自
序
に
爾
云
ふ
)
｣
と
あ
る
こ
と
を
根
接
に
揚
雄
の
自
序
と
考
え
ら
れ
る
の
だ

が

'

葺
際
は
揚
雄
自
序
の
範
囲
を
ど
う
定
め
る
か
論

者
に
よ

っ
て

一
定
し
て
い
な
い
｡
す
な
わ
ち
班
園
が

｢雄
の
自
序
に
そ
う
言
う
｣
と
言
う

｢
そ
う
｣
と
は
､

｢費
目
｣
の
前
な
の
か
後
な

,a

の
か
'
ま
た
顔
師
舌
が

｢
自
法
言
目
之
前
､
皆
是
雄
本
自
序
之
文
也

(法
言
の
目
の
前
よ
り
､
皆
な
是
れ
雄
の
本
と
自
序
の
文
な
り
)
｣

と
注
に
言
う
の
は
､

｢
法
言
の
目
の
前
よ
り
｣
ど
こ
ま
で
な
の
か
'
と
い
っ
た
鮎
で
説
が
分
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
結
果

『漢
書
』

揚
雄
侍
は
揚
雄
の
自
序
と
し
て
十
分
に
論
じ
ら
れ
た
こ
と
は
な
-
､
こ
れ
ま
で
に
こ
の
自
序
に
関
し
て
論
じ
ら
れ
て
来
た
の
は
'
揚
雄
の

姓
を
揚
と
す
る
か
場
と
す
る
か
と
い
う
問
題
ば
か
り
で
あ

っ
短

〉
そ
こ
で
小
論
は
揚
雄
自
序
の
範
囲
を
確
定
し
､
そ
の
上
で
揚
雄
自
序
と

は
い
か
な
る
作
品
な
の
か
を
考
え
て
み
た
い
｡



一
､
揚
雄
自
序
の
範
囲

既
に
述
べ
た
よ
う
に

『漢
書
』
揚
雄
博
は
自
序
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
､
自
序
の
範
囲
が
論
者
に
よ
っ
て

一
定
し
て
い
な
い
｡
そ
こ
で

ま
ず
'
管
見
の
及
ん
だ
限
り
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
の
意
見
を
整
理
し
て
み
る
と
､
大
き
-
以
下
の
四
種
類
に
分
け
ら
れ
る
｡
た
だ
し
､
自

序
の
範
囲
を
論
じ
た
先
撃
は
少
な
-
､
そ
の
殆
ど
は
自
序
の
引
用
で
あ
る
｡
例
え
ば

｢揚
雄
の
自
序
に
次
の
よ
う
に
言
う
｣
と
述
べ
た
後
､

侍
も
し
-
は
質
の
文
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
そ
の
論
者
が
自
序
と
考
え
る
範
囲
が
侍
の
部
分
で
あ
る
か
､
質
の
部
分
で
あ
る

か
､
そ
れ
以
外
な
の
か
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
｡

1
.
侍
を
揚
雄
自
序
と
す
る
も
の

(4
)

(5
)

欧
陽
絢

『重
文
類
衆
』
､
張
薄

｢
揚
侍
郎
集
｣

(9
)

(川
)

(6
)

(7
)

(8
)

段
玉
裁

『
経
韻
棲
集
』
､
楊
樹
達

『漢
書
窺
管
』
'
徐
復
観

『南
漢
思
想
史
』
'

へ‖
)

鏡
鐘
書

『管
錐
編
』
､
張
岱
年

｢揚
雄
｣
､
陳
福
漬

『
揚
雄
』

(13
)

狩
野
直
音

｢
楊
雄
と
法
言
｣
､
御
手
洗
勝

｢
楊
雄
の
虞
世
親
｣

(12
)

張
震
津

『揚
雄
集
校
注
』
'

(14
)

｢
楊
雄
と
太
玄
-

作
者
の
侍
統
｣
'

鈴
木
由
次
郎

『
太
玄
鮎

)
､
岡
村
繁

｢
揚
雄
の
文
筆

.
儒
畢
と
そ
の
立
艶

)
､
橋
川
時
雄

『漢
書
』
解
琴

李
善

『文
選
注
』
､
高
木
友
之
助

｢
法
言
の
研
究
-

そ
の
著
作
の
動
機
に
つ
い

て｣

2
.
法
言
の
目
の
前
ま
で
を
揚
雄
自
序
と
す
る
も
の

3眼
内

正
条
賓

『法
言
義
疏
』

3
.
質
を
揚
雄
自
序
と
す
る
も
の

51限
E

(20)

4
.
侍

･
質
と
も
に
揚
雄
自
序
に
本
づ
-
と
す
る
も
の

王
利
器

｢
『漢
書
』
材
料
乗
源
和
J)
,
町
田
三
郎

｢
揚
雄
に
つ
い
て

(
1
)

『漢
書
』
揚
雄
侍
所
収

｢
揚
雄
自
序
｣
を
め
ぐ

っ
て

(
22
)

(
二

)

｣



八
六

以
上
の
よ
う
に
多
-
は
侍
の
部
分
を
自
序
と
す
る
が
'
そ
れ
以
外
に
2
･
3
･
4
の
よ
う
な
説
も
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
説
が
分
か
れ
る

の
は
､
既
述
の
通
り
攻
囲
の
言
う

｢
費
目
'
雄
之
自
序
云
爾
｣
と
い
う
文
と
､
顔
師
古
の
言
う

｢
自
法
言
目
之
前
'
皆
是
雄
本
自
序
之
文

也
｣
と
い
う
文
の
解
梓
が
分
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
順
序
と
し
て
班
固
が

｢
費
目
'
雄
之
自
序
云
爾
｣
と
言
う
意
味
を
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
'
こ
の
問
題
は
容
易
に
解
決
で
き
る
｡
問
題
を
解
-
た
め
の
手
掛
か
り
が

『漢
書
』
の
司
馬
遷
侍
に
見
出
せ
る
か
ら
で
あ

る
｡

『漢
書
』
司
馬
遷
侍
に

｢
遷
之
自
鼓
云
爾

(
遠
の
自
鉱
に
爾
云
ふ
)｣
と
い
う
文
が
あ
り
､
こ
の
文
以
前
に
は

『史
記
』
の
太
史
公
自

序
が
引
用
さ
れ
て
い
る
｡
そ
こ
で

｢雄
之
自
序
云
爾
｣
も

｢
遷
之
自
鋲
云
爾
｣
と
同
じ
句
形
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
'
揚
雄
侍
も

｢
自

序
云
爾
｣
以
前
を
自
序
と
見
な
せ
る
の
で
あ
る
｡

『漢
書
』
司
馬
遷
侍
と
揚
雄
侍
に

｢自
序

〔鼓
〕
云
爾
｣
と
い
う
同
じ
表
現
が
存
在
し

(23
)

て
い
る
こ
と
は
､
既
に
劉
知
幾

『史
通

』

や

銭
大
師

『
廿
二
史
考
臥

5

',

正
条
賓

『
法
言
義
臥

5

'に

指
摘
さ
れ
､
鎮
鍾
書

『管
錐
編
』
は

こ
れ
に
よ
っ
て
揚
雄
侍
に
自
序
の
原
文
が
採
録
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い

肇

こ
の
よ
う
に
珪
固
の

｢
雄
之
自
序
云
爾
｣
と
い
う
文
に
よ

っ
て
､
侍
の
部
分
が
揚
雄
自
序
で
あ
り
､
賓
は
自
序
で
は
な
い
こ
と
が
判
る
｡

次
に
､
正
条
賓

『法
言
義
疏
』
が
自
序
か
ら
除
外
す
る
法
言
の
目
に
つ
い
て
考
え
た
い
｡
法
言
の
目
と
は

｢
賛
日
｣
の
直
前
に
お
か
れ

た

『
法
言
』
各
篇
の
序
文
と
目
線
を
指
し
て
い
る
｡
こ
の
法
言
の
目
を
ど
う
扱
う
か
と
い
う
問
題
は
'
顛
師
古
注
の

｢
自
法
言
目
之
前
'

皆
是
雄
本
自
序
之
文
也
｣
と
い
う
文
よ
り
生
じ
て
い
る
｡
師
古
注
は

｢
法
言
の
目
の
前
か
ら
皆
な
雄
が
も
と
も
と
自
分
で
序
し
た
文
で
あ

る
｣
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
が
､｢法
言
の
目
の
前
か
ら
｣
ど
こ
計
で
が

｢皆
な
｣
な
の
か
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
｡
そ
の
結
果
､
匠
粂

賓
は
揚
雄
博
の
冒
頭
か
ら
法
言
の
目
の
前
ま
で
を
揚
雄
自
序
と
し
､
法
言
の
目
を
自
序
か
ら
外
し
て
し
ま
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
楊
樹
達

『漢

書
窺
管
』
は
､
顔
師
古
注
を
法
言
の
目
の
前
ま
で
揚
雄
の
自
序
と
す
る
と
蔑
ん
だ
上
で
､
こ
の
顔
注
を
誤
り
と
し
て
い
肇

こ
の
よ
う
に

法
言
の
目
を
揚
雄
自
序
と
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
､
顔
師
古
注
に
よ
っ
て
費
生
し
て
い
る
｡
だ
が
､
注
よ
り
は

『漢
書
』
本
文
に

こ
そ
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
班
園
が

｢
自
序
云
爾
｣
と
言
う
の
だ
か
ら
'

｢
自
序
云
爾
｣
の
直
前
ま
で
を
揚
雄
自
序
と
L
t
法
言
の
目
も



自
序
に
含
ま
せ
る
べ
き
で
あ
る
｡
江
条
賓
は
教
師
古
住
に
と
ら
わ
れ
過
ぎ
て
い
る
よ
う
に
思
う
｡
そ
し
て
顔
師
古
注
も

｢
法
言
の
目
の
前

か
ら
｣

｢
自
序
云
爾
｣
の
直
前
部
分
ま
で

｢
皆
な
雄
が
も
と
も
と
自
分
で
序
し
た
文
で
あ
る
｣
と
蔑
め
ば
解
決
で
き
る
｡

以
上
､
珪
園
の

｢
質
日
､
雄
之
自
序
云
爾
｣
と
い
う
文
や
顔
師
古
注
を
検
討
し
た
結
果
､
揚
雄
自
序
は
､
揚
雄
侍
の
巻
頭
か
ら

｢
費
目
｣

(28
)

の
前
ま
で
と
考
え
ら
れ
た
｡
次
に
､
こ
の
自
序
と
は
い
か
な
る
性
質
を
も
つ
作
品
な
の
か
を
検
討
し
た
い

｡

二
r
揚
雄
自
序
の
検
討

前
章
で
確
認
で
き
た
揚
雄
自
序
で
は
､
辞
賦
や

｢
解
瑚
｣

｢
解
難
｣
な
ど
の
文
と

『法
言
』
の
目
の
引
用
が
多
-
の
紙
幅
を
占
め
て
い

る
.
本
章
で
は
引
用
さ
れ
た
作
品
は
題
名
を
示
す
に
止
め
､
自
序
と
し
て
書
か
れ
た
部
分
を
問
題
と
し
た
い
｡
底
本
は
中
華
書
局
標
粘
本

を
用
い
､
十

一
段
に
分
け
て
い
る
の
を
内
容
の
上
か
ら
大
き
-
四
つ
に
分
け
､
順
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
｡

(
一
)
揚
雄
の
出
自
と
性
格

『漢
書
』
巻
八
七
上

｢
揚
雄
侍
｣
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
｡

①
揚
雄
'
字
は
子
雲
､
萄
郡
成
都
の
人
な
り
｡
其
の
先
､
有
周
の
伯
僑
な
る
者
よ
り
出
で
､
支
庶
な
る
を
以
て
初
め
采
を
菅
の
揚
に
食
み
､
因
り
て

罵
れ
を
氏
と
す
る
も
､
伯
儀
は
周
の
何
れ
の
別
な
る
か
を
知
ら
ざ
る
な
り
｡
揚
は
河

･
粉
の
閲
に
在
り
､
周
裏

へ
て
揚
氏
或
い
は
侯
と
解
し
､
競
し

て
揚
侯
と
日
ふ
｡
菅
の
六
卿
権
を
苧
ひ
､
韓

･
貌

･
趨
興
り
て
苑

･
中
行

･
知
伯
県
る
る
に
合
ふ
｡
是
の
時
に
嘗
た
り
､
揚
侯
に
偏
り
､
揚
侯
楚
の

韮
山
に
逃
れ
､
因
り
て
蔦
に
家
す
o
楚
漠
の
興
る
や
､
揚
氏
江
を
遡
り
上
り
､
巴
の
江
州
に
慮
り
て
､
揚
李
は
官
慮
江
太
守
に
至
る
.
漠
の
元
鼎
の

閲
､
仇
を
避
け
復
た
江
を
遡
り
上
り
､
曜
山
の
陽
の
邸
と
日
ふ
に
慮
り
｡
田

l
塵
有
り
､
宅

1
匡
有
り
,
世
世
農
桑
を
以
て
業
と
為
す
.
李
よ
り
雄

に
至
る
に
､
五
世
に
し
て

l
子
を
侍

へ
､
故
に
雄
に
li]損
の
葛
に
亡
し
｡

②
雄
少
-
し
て
撃
を
好
み
､
章
句
を
寒
め
ず
､
訓
話
通
ず
る
の
み
O
博
覧
に
し
て
見
ざ
る
所
無
し
｡
人
と
為
り
簡
易
傑
薪
､
口
哩
に
し
て
劇
談
す
る

こ
と
能
は
ず
､
款
し
て
殿
瀧
の
思
ひ
を
好
む
｡
清
静
亡
鳥
､
箸
鮮
少
な
く
､
富
貴
に
汲
吸
と
せ
ず
､
貧
膿
に
戚
戚
と
せ
ず
.
廉
噺
を
修
め
て
以
て
名

を
嘗
世
に
触
め
ず
｡
家
産
十
金
に
過
ぎ
ず
､
乏
し
く
し
て
億
石
の
儲
無
卓
も
､
曇
如
た
り
.
自
ら
大
度
有
り
､
聖
哲
の
書
に
有
ら
ず
ん
ば
好
ま
ず
o

『
漢
書
』
揚
雄
侍
所
収

｢
揚
雄
自
序
｣
を
め
ぐ

っ
て



｢＼
1ヽ
/
/

其
の
意
に
有
ら
ず
ん
は
,
富
貴
と
難
も
事

へ
さ
る
な
り
｡
配

っ
て
巌
に
辞
嵐
を
好
む
◇

冒
頭
の
第

1
段
は
揚
雄

の
出
自

に

つ
い
て
述

べ
ら
れ
る
｡
姓
名

'
字

'
出
身

の
次
に
組
先
の
来
歴
を
漬
け
る
書
き
方
は
'

『史
記
』
の

(29
)

他
の
侍
と
変
わ
り
な
い
｡
出
自
に
つ
い
て
周
の
伯
債
か
ら
始
め
'
雄
の
五
世
の
組
の
揚
李
に
至

っ
て
い
る
が
'
こ
こ
に
説
か
れ
て
い
る
以

上
の
こ
と
は
他
の
資
料
で
確
認
で
き
ず
'
揚
雄
の
語
を
信
じ
る
ほ
か
は
な
い
｡
第
二
段
で
は
揚
雄
の
性
格
が
語
ら
れ
る
｡
自
序
で
あ
る
か

ら
揚
雄
に
よ
る
目
蓋
像
と
言
え
よ
う
が
'
そ
の
分
些
か
誇
張
や
理
想
が
込
め
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
性
格
を
述
べ
る

の
も
他
の
侍
で
は
し
ば
し
ば
行
わ
れ
る
｡

つ
ま
り
第

一
段
と
第
二
段
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
､
こ
れ
ま
で
の
侍
と
形
式
上
大
差
な
い

と
言
え
よ
う
｡
揚
雄
自
序
の
特
色
は
以
下
の
段
に
顕
著
な
の
で
あ
る
｡

(
二
)
辞
賦

･
文
と
序

内
容
か
ら
四
つ
に
分
け
た
中
で
最
も
分
量
の
多
い
の
か
､
こ
の
部
分
で
あ
る
｡
ま
ず
初
め
の
第
三
段
を
見
て
み
よ
う
｡

③
是
の
時
に
先
ん
じ
､
苛
に
司
馬
相
如
有
り
｡
武
を
作
る
こ
と
甚
だ
弘
麗
温
雅
な
り
.
雄
心
に
之
れ
を
牡
と
し
､
朕
を
作
る
毎
に
'
常
に
之
れ
に
換

し
以
て
式
と
為
す
.
又
た
屈
原
の
文
の
相
如
に
過
ぐ
る
に
､
容
れ
ら
れ
ざ
る
に
至
り
'
離
騒
を
作
り
'
自
ら
江
に
投
じ
て
死
す
る
を
怪
し
む
.
其
の

文
を
悲
し
み
､
之
れ
を
講
む
に
未
だ
嘗
て
流
沸
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ざ
る
な
り
｡
以
篤

へ
ら
-
君
子
時
を
得
れ
ば
則
ち
大
行
し
､
時
を
得
ざ
れ
ば
則
ち
龍

蛇
す
o
遇
不
遇
は
命
な
り
､
何
ぞ
必
ず
し
も
身
を
溢
め
ん
や
｡
乃
ち
書
を
作
り
､
往
往
離
騒
の
文
を
唯
ひ
て
之
れ
を
威
し
､
鳩
山
よ
り
諸
れ
を
江
流

に
投
じ
て
､
以
て
屈
原
を
弔
ひ
,
名
づ
け
て
反
離
騒
と
日
ふ
｡
又
た
離
騒
に
労
り

一
篤
を
作
り
重
ね
､
名
づ
け
て
虜
騒
と
日
ふ
｡
又
た
惜
請
よ
り
以

下
懐
抄
に
至
る
ま
で
に
募
り
て
､

一
巻
を
名
づ
け
て
畔
牢
愁
と
日
ふ
｡
畔
牢
愁

･
贋
騒
､
文
多
-
載
せ
ず
､
濁
り
反
離
騒
を
載
す
.
其
の
辞
に
日
ふ
､

《
反
離
騒
》

第
三
段
で
は
同
郷

の
司
鳥
相
如
を
慕

っ
て
辞
厳
を
作
り
'
屈
原
に
思
い
を
寄
せ
そ
の
作
に
倣

っ
て

｢
反
離
騒
｣

｢畔
牢
愁
｣

｢
庚
騒
｣

を
作

っ
た
と
い
う
｡
そ
し
て
最
後
に

｢
反
離
騒
｣
を
六
百
字
以
上
に
亙
り
採
録
す
る

(
以
下
の
段
で
も
二
重
括
弧
で
作
品
名
を
示
す
に
と

ど
め
'
作
品
本
文
は
省
略
す
る
)
｡
こ
の
段
で
揚
雄
が
記
そ
う
と
し
た
の
は
､
相
如
や
屈
原
に
影
響
を
受
け
辞
巌
を
作

っ
た
こ
と
よ
り
も
､



｢
反
離
騒
｣
を
作
成
す
る
に
至

っ
た
経
緯
と
そ
の
執
筆
意
園

で
あ
ろ
う
｡
屈
原

の
死

に
方

に
疑
問
を
感
じ

っ
つ
も
弔
意
を
表
し
て

｢
反
離

騒
｣
を
江
森

㌻

じ
た

こ
と
､
そ
し
て

｢
君
子
時
を
得
れ
ば
則
ち
大
行
し
,
時
を
得
ざ
れ
ば
則
ち
龍
蛇
す
.
遇
不
遇
は
命
な
り
,
何
ぞ
必

V矧
E

ず
L
も
身
を
湛
め
ん
や
｣
と
い
う
主
題
を
示
す

こ
と
が
'
こ
の
第
三
段

の
眼
目

で
あ
ろ
う
｡

そ
う

で
な
け
れ
ば
第
三
段

の
四
倍
以
上

に
も

な
る

｢
反
離
騒
｣
を
掲
載
す
る
意
園
は
説
明
し
が
た

i
Nn
)
そ
し
て
第
四
段
以
降
も
同
様

に
作
品
作
成
ま

で
の
経
緯
や
執
筆
意
圏
を
述

べ
た

後
､
そ
の
何
倍

に
も
及
ぶ
長
篇

の
蔚
族
や
文
を
掲
載
す
る
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
る
｡
第
四
段
か
ら
第
九
段
ま

で
を
ま
と
め
て
検
討
し
た

い
｡

まさ

④
孝
成
帝
の
時
'
客
に
雄
の
文
､
相
如
に
似
た
り
と
薦
む
る
者
有
り
｡
上

方

に

甘
泉
の
泰
時

･
扮
陰
の
后
土
を
郊
岡
L
t
以
て
鰭
嗣
を
求
め
ん
と
し
､

雄
を
召
し
承
明
の
庭
に
待
詔
せ
し
む
｡
正
月
'
従
ひ
て
甘
泉
に
上
り
､
還
り
て
甘
泉
の
朕
を
奏
し
以
て
風
す
｡
其
の
節
に
日
ふ
'
-
-

《甘
泉
威
》

⑤
甘
泉
は
本
と
秦
の
離
宮
に
因
り
､
既
に
香
泰
な
り
｡
而
る
に
武
帝
復
た
通
天

･
高
光

･
迎
風
を
増
す
｡
宮
外
の
近
卓
は
則
ち
洪
圧

･
勇
皇

･
儲
背

･
腎
撃

速
さ
は
則
ち
石
閲

･
封
轡

･
批
鯨

･
露
寒

･
某
欝

･
師
得
あ
り
､
遊
観
は
屈
奇
魂
環
､
木
の
摩
し
て
彫
ら
ず
,
臆
の
塗
り
て
蓋
か
ざ
る
は
,

周
童
の
著
す
所
､
般
庚
の
遷
す
所
､
夏
の
官
室
を
卑
め
,
唐
虞
の
楳
橡
三
等
の
制
に
非
ざ
る
な
り
O
且
つ
為
す
こ
と
其
れ
巳
に
久
し
く
,
成
帝
の
遣

る
所
に
非
ず
.
諌
め
ん
と
欲
す
れ
ば
則
ち
時
に
非
ず
､
獣
さ
ん
と
欲
す
る
も
則
ち
己
む
能
は
ず
O
故
に
遂
に
推
し
て
之
れ
を
隆
む
｡
乃
ち
上
帝
重
を

紫
宮
に
比
へ
､
此
れ
人
力
の
為
す
所
に
非
ず
､
薫
い
は
鬼
神
の
み
可
な
り
と
日
ふ
が
若
し
C
又
た
是
の
時
､
趨
昭
儀
方
に
大
い
に
幸
あ
り
､
甘
泉
に

上
る
毎
に
､
常
に
法
従
し
､
属
車
の
聞
,
豹
尾
の
中
に
在
り
0
故
に
雄
柳
か
盛
に
車
騎
の
衆
､
参
麓
の
駕
の
､
天
地
を
感
動
し
､
三
神
を
避
乱
す
る

所
以
に
非
ざ
る
を
言
ふ
O
又
た
､
玉
女
を
犀
け
'
慮
妃
を
卸
-
と
言
ひ
､
以
て
奔
粛
の
事
を
微
戒
す
｡
賦
成
り
之
れ
を
奏
す
る
に
､
天
子
蔦
れ
を
異

と
す
｡

⑥
其
の
三
月
､
婿
に
后
土
を
祭
ら
ん
と
し
､
上
乃
ち
牽
臣
を
帥
ゐ
､
大
河
を
横
ぎ
り
､
扮
陰
に

東

ぐ

｡
既
に
祭
り
､
行
き
て
介
山
に
遊
び
､
安
邑
を

回
り
,
龍
門
を
顧
み
､
磨
池
を
覚
､
歴
観
に
登
り
,
西
岳
に
捗
り
以
て
八
荒
を
望
み
､
股
周
の
虚
を
避
ね
,
妙
然
と
し
て
以
て
唐
虞
の
風
を
思
ふ
｡

雄
以
鳥
へ
ら
-
､
川
に
臨
み
魚
を
羨
む
は
､
席
り
て
岡
を
結
ぶ
に
如
か
ず
､
と
.
還
り
て
河
東
の
蔵
を
上
り
以
て
勧
む
O
其
の
節
に
日
ふ
､
…
･
o

《
河
東
賦
》

⑦
其
の
十
二
月
羽
猛
あ
り
､
雄
従
ふ
｡
以
鳥

へ
ら
く
昔
在
二
帝
三
王
､
宮
館

･
重
税
､
沼
地

･
苑
園
,
林
麓

･
薮
揮
､
鵬
か
に
以
て
郊
廟
に
奉
じ
,

賓
客
に
郷
め
､
庖
厨
に
充
つ
る
に
足
る
の
み
｡
百
姓
の
常
肝
穀
土
､
郵
税
の
地
を
奪
は
ず
O
女
に
飴
布
有
り
､
男
に
鈴
粟
有
り
､
国
家
股
富
に
し
て
､

『漢
書
』
揚
雄
侍
所
収

｢
揚
雄
自
序
｣
を
め
ぐ
っ
て



九
〇

上
下
交
,y
足
る
｡
故
に
甘
露
其
の
庭
に
零
り
､
醸
泉
其
の
麿

が流
れ
､
鳳
皇
其
の
樹
に
巣
-
ひ
,
黄
龍
其
の
沼
に
滋
び
,
頗
麟
其
の
園
に
錬
り
､
紳

爵
其
の
林
に
棲
む
D
昔
者
高
は
益
を
虞
に
任
じ
て
上
下
和
し

､叫
(師
盲
目
､
叫
古
草
字
)木
茂
る
o
成
湯
畔
を
好
む
も
天
下
用
足
り
,
文
王
の
囲
百

里
な
る
も
､
民
以
て
尚
は
小
と
為
し
､
奔
宣
王
の
固
四
十
重
な
る
も
､
民
以
て
大
と
為
す
O
民
を
裕
か
に
す
る
と
民
を
奪
ふ
と
な
り
｡
武
帝
虜
-
上

林
を
開
き
､
南
の
か
た
宜
春

･
鼎
胡

･
御
宿

･
昆
吾
に
至
り
,
南
山
に
穿
ひ
て
西
し
､
長
楊

･
1h
桁
に
至
り
,
北
の
か
た
責
山
を
練
り
､
滑
に
瀕
し

て
東
し
､
周
義
教
百
里
な
り
.
昆
明
地
を
穿
ち
て
演
河
に
象
り
､
建
章

･
風
聞

･
神
明

･
聡
姿
を
督
み
､
漸
董

･
泰
液
は
海
水
の
方
丈

･
蔽
洲

･
蓬

莱
を
周
流
す
る
に
象
る
o
潜
観
移
廃
に
し
て
､
妙
を
窮
め
麓
を
極
む
･
頗
る
其
の
三
重
を
割
き
以
て
秀
民
を
騰
ず
と
難
も
､
然
れ
ど
も
羽
猟
に
至
り

て
は
EB
車
戎
馬
､
器
械
牒
修
,
禁
禦
の
管
む
所
､
尚
は
奈
だ
奮
麗
辞
紺
,
轟

･
舜

･
成
湯

･
文
王
三
躯
の
意
に
非
ざ
る
な
り
0
又
た
後
世
復
た
前
好

を
修
め
､
折
中
す
る
に
泉
童
を
以
て
せ
ざ
ら
ん
こ
と
を
恐
る
o
故
に
柳
か
校
猟
鑑
に
因
り
て
以
て
風
す
O
其
の
節
に
日
ふ
､
･･････o

《
校
猛
賦
〉

⑧
明
年
､
上
清
に
大
い
に
胡
人
に
誇
る
に
禽
獣
の
多
き
を
以
て
せ
ん
と
し
､
秋
､
右
扶
風
に
命
じ
民
を
脅
し
て
南
山
に
入
ら
し
め
､
西
の
か
た
褒
斜

よ
り
､
東
の
か
た
弘
農
に
至
り
,
南
の
か
た
漠
中
を
&
(賑
)け
､
羅
同
数
君
を
張
り
,
熊
帝
蒙
猪
､
虎
豹
粍
禦

狐
菟
棄
鹿
を
捕
ら
へ
,
載
す
る
に

櫨
車
を
以
て
し
､
長
場
の
射
熊
館
に
斬
る
.
岡
を
以
て
離
艦
と
鳥
し
､
禽
獣
を
其
の
中
に
縦
ち
､
胡
人
を
し
て
手
ら
之
れ
を
持
ち
､
自
ら
其
の
獲
も

の
を
取
り
､
上
親
ら
臨
観
す
.
是
の
時
､
農
民
収
飲
す
る
を
得
ず
.
雄
従
ひ
て
射
熊
館
に
至
り
､
還
り
､
長
楊
肢
を
上
る
.
柳
か
筆
墨
の
文
章
を
成

す
に
因
り
'
故
に
翰
林
を
籍
り
て
以
て
主
人
と
為
し
'
子
墨
も
て
客
卿
と
為
し
以
て
風
す
｡
其
の
辞
に
日
ふ
'
-
-

《
長
楊
斌
〉

⑨
哀
帝
の
時
丁

･
侍

･
董
賢
事
を
用
ひ
､
諸
^
,
の
之
れ
に
附
離
す
る
者
､
或
い
は
家
よ
り
起
こ
り
二
千
石
に
至
る
0
時
に
雄
方
に
太
玄
を
草
し
､
以

て
自
ら
守
り
て
泊
如
た
る
有
り
O
或
ひ
と
雄
を
謝
る
に
玄
の
尚
は
白
き
を
以
て
す
｡
而
し
て
雄
之
れ
を
解
し
､
鍍
し
て
解
潮
と
日
ふ
.
其
の
節
に
日

'
/

O

.7

......
《解
朔
)

第

四
段
は
成
帝

に
従

い

｢
甘
泉

の
賦
｣
を
作
成
す
る
に
至

っ
た
経
緯
を
説
明
し
､
第
五
段

で
甘
泉
宮

の
華
美
と
趨
昭
儀

へ
の
寵
愛
ぶ
り

を
視
諌
す
る
意
艶

｢
甘
泉

の
賦
｣

に
込
め
ら
れ

て
い
る

こ
と
を
明
ら
か

に
し

て
い
る
.
第
六
段
は
河
東

に
赴
き
聖
王

に
思

い
を
馳
せ
る

成
帝

に
射

し
行
動
あ
る
の
み
と

｢
河
東

の
斌
｣

に
よ

っ
て
勧
め
た
と
亨

E
S

)
第
七
段
は
成
帝

の
猟

の
著
惨
を
説
諭
す
る
た
め

に

｢
校
猛
賦
｣



を
作
成
し
た
と
言
i
S
,
)

第
八
段
で
は
成
帝
の
遊
猟
の
た
め
に
農
民
が
収
穫
で
き
な
い
状
況
を
訴
え
る
た
め
に

｢
長
楊
賦
｣
を
作
成
し
た
と

W甜
)

言

う

｡

最
後
の
第
九
段
は

『
太
玄
』
を
作
り

｢
自
ら
守
る
｣
姿
勢
を
或
る
人
に
批
判
さ
れ
た
た
め
､

｢
解
湖
｣
に
よ
っ
て
料
解
し
た
こ
と

を
説
い
て
い
る
｡
そ
し
て
揚
雄
の
行
動
と
し
て
判
る
の
は
'
成
帝
の
時
に
待
詔
し

｢甘
泉
の
賦
｣
を
奏
上
し
た
こ
と

(第
E
]段
)
'
皇
帝

に
従
い
扮
陰
に
至
っ
た
後

｢
河
東
賦
｣
を
奏
上
し
た
こ
と

(第
六
段
)
'
羽
猛
に
従
い

｢
校
磯
賦
｣
を
奏
上
し
た
こ
と

(第
七
段
)
'
翌

年
射
熊
館
に
従
い

｢
長
楊
賦
｣
を
奏
上
し
た
こ
と

(第
八
段
)
'
哀
帝
の
時
に

『
太
玄
』
を
草
し
或
る
人
の
た
め
に

｢解
謝
｣
を
作

っ
た

こ
と

(
第
九
段
)
程
度
で
あ
る
｡
第
三
段
も
そ
う
で
あ

っ
た
が
､
行
動
の
は
っ
き
り
と
し
た
年
時
や
嘗
時
の
官
名
が
語
ら
れ
ず
､
自
身
の

作
品
を
説
明
す
る
こ
と
に
筆
を
費
や
す
ば
か
り
で
あ
る
｡
第
三
段
か
ら
第
九
段
は
殆
ど
が
自
身
の
作
品
作
成
の
経
緯
や
執
筆
意
圏
で
あ

っ

て
､
辞
賦

･
文
そ
れ
ぞ
れ
の
序
文
と
言
い
う
る
｡
貫
際
に

｢
甘
泉
の
賦
｣

｢
校
猟
の
賦
｣

｢
長
楊
の
賦
｣

｢
解
湖
｣
に
つ
い
て
書
か
れ
た

第
四

･
七

･
八

･
九
段
は
､

『文
選
』
に
各
作
品
の
序
文
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
｡

ま
た
､
も
う

一
つ
見
逃
し
て
ほ
な
ら
な
い
の
は
､
小
論
で
は
省
略
し
た
辞
斌
や
文
な
ど
の
作
品
の
引
用
が
非
常
に
多
い
こ
と
で
あ
る
｡

｢
反
離
騒
｣

｢
甘
泉
の
賦
｣

｢
河
東
の
賦
｣

｢
校
猟
の
賦
｣

｢
長
楊
の
賦
｣

｢
解
瑚
｣
の
字
数
は
､
第
三
段
か
ら
第
九
段
の
文
の
六
倍
を

越
え
て
い
g
n
)
こ
の
よ
う
な
鮎
か
ら
も
第
三
段
か
ら
第
九
段
ま
で
は
､
侍
記
と
言
う
よ
り
は
作
品
と
序
文
の
色
あ
い
が
極
め
て
濃
い
文
章

と
言
え
る
｡

第
三
段
か
ら
第
九
段
ま
で
に
似
て
'
静
杭
の
原
文
と
そ
の
執
筆
経
緯
や
意
園
を
説
明
し
た
文
が
多
-
を
占
め
る
侍
に

『史
記
』
の
司
馬

相
如
侍
が
あ
肇

侍
中
に
採
録
さ
れ
た
作
品
を
列
馨
し
て
み
る
と
､

｢
天
子
葬
猟
の
賦
｣

｢
巴
苛
に
愉
す
撤
｣

｢
苛
の
父
老
を
難
ず
る
文
｣

｢
疏
を
上
り
猛
を
諌
む
｣
一
｢秦
の
二
世
を
哀
れ
む
の
賦
｣

｢
大
人
の
賦
｣

｢
封
輝
の
文
｣
と
計
七
篇
に
も
な
る
｡
こ
れ
ら
の
作
品
に
は
揚

雄
自
序
に
録
さ
れ
て
い
た
の
と
同
じ
よ
う
に
､
そ
れ
ぞ
れ
作
品
の
作
成
経
緯
や
執
筆
意
圏
を
説
-
文
が
附
さ
れ
て
い
る
｡
例
え
ば

｢
天
子

渉
猟
の
賦
｣
の
場
合
､
次
の
よ
う
な
文
が
賦
の
前
に
お
か
れ
て
い
る
｡

『漢
書
』
揚
雄
侍
所
収

｢揚
雄
自
序
｣
を
め
ぐ
っ
て



九
二

い■･･

居
る
こ
と
之
れ
を
久
し
う
す
る
に
､
有
人
楊
得
意
狗
藍
と
焦
り
上
に
侍
す
｡
上
子
虚
の
武
を
読
み
之
れ
を
善
L
と
し
て
日
-
､
朕
濁
ぞ
此
の
人
と
時

を
同
じ
う
す
る
こ
と
を
得
ざ
る
や
､
と
.
得
意
日
ふ
､
臣
の
邑
人
司
馬
相
如
自
ら
此
の
嵐
を
為
る
と
言
ふ
､
と
.
上
驚
き
乃
ち
召
し
相
如
に
間
ふ
｡

相
加
日
ふ
､
是
れ
有
り
｡
然
る
に
此
れ
乃
ち
諸
侯
の
事
'
未
だ
観
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
0
天
子
渉
猟
の
既
を
為
り
､
武
威
ら
ば
之
れ
を
奏
さ
ん
こ
と

皇

珊
ふ
､
と
o
上
を
許
し
尚
書
を
し
て
筆
札
を
給
せ
し
む
｡
相
如
跳
ふ
,
子
虚
は
虚
言
な
り
｡
楚
の
薦
め
に
解
す
｡
烏
有
先
生
は
鳥
ぞ
此
の
事
有
ら

ん
な
り
｡
秀
の
薦
め
に
難
ず
｡
無
是
公
は
是
の
人
無
き
な
り
｡
天
子
の
義
を
明
ら
か
に
す
｡
故
に
空
し
-
此
の
三
人
を
葬
り
静
を
為
し
､
以
て
天
子

諸
侯
の
苑
園
を
推
す
o
其
の
卒
葦
之
れ
を
節
倹
に
席
し
､
因
り
て
以
て
風
諌
す
C
之
れ
を
天
子
に
奏
す
る
に
､
天
子
大
い
に
説
ぶ
｡

こ
こ
で
は
同
郷

の
楊
得
意
な

る
人
物

が
司
鳥
相
如
を
武
帝

に
紹
介

し
た

こ
と
が
述

べ
ら
れ

､
｢
天
子
群
猛

の
賦
｣
を
作
成

し

た
経
緯
や

｢
子

虚
｣

｢烏
有
先
生
｣

｢
無
是
公
｣
の
意
味
が
説
明
さ
れ
'
最
後
に

｢節
倹
｣
を
主
張
す
る
旨
が
説
か
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
作
品
の
前

後
に
作
成
経
緯
や
執
筆
意
園
が
附
さ
れ
る
の
は
､
侍
の
中
に
作
品
を
採
録
す
る
以
上
自
然
な
こ
と
で
は
あ
る
｡
だ

が

『史
記
』
に
司
馬
相

如
博
ほ
ど
多
-
の
作
品
を
採
録
し
た
侍
は
な
い
.
そ
し
て

｢
天
子
渉
猟
の
賦
｣
に
附
さ
れ
た
文
は

『文
選
』
李
善
注

(
巻
七
㌧
子
虚
賦
)

に
題
注
と
し
て
採
ら
れ
'
ま
た

｢
巴
苛
に
曝
す
轍
｣

｢
菊
の
父
老
を
難
ず
る
文
｣

｢
封
秤
の
文
｣
に
附
さ
れ
た
文
も
そ
れ
ぞ
れ

『文
選
』

李
善
注
に
引
か
i
s,)
作
成
の
経
緯
や
執
筆
意
圏
を
理
解
す
る
の
を
助
け
て
い
る
｡
更
に
揚
雄
は
自
序
の
第
三
段
で
,
司
馬
相
如
の
こ
と
を

同
郷
人
と
し
て

｢
苛
に
司
馬
相
如
有
り
｡
肢
を
作
る
こ
と
甚
だ
弘
麗
温
雅
な
り
｡
雄
心
に
之
れ
を
壮
と
し
'
賦
を
作
る
毎
に
､
常
に
之
れ

に
擬
し
以
て
式
と
為
す
｣
と
述
べ
て
お
り
'
揚
雄
の
辞
賦
に
司
馬
相
如
の
影
が
色
濃
い
の
は
衆
目
の

1
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
.
こ
れ
ら

の
こ
と
か
ら
､
司
馬
相
如
博
が
揚
雄
自
序
に
輿
え
た
影
響
は
極
め
て
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
｡
と
り
わ
け
自
作
の
作
成
経
緯
や
執
筆
意
圏

を
著
わ
し
た
序
文
は
'
司
馬
相
如
侍
に
見
え
る
作
品
の
作
成
経
緯
や
執
筆
意
園
を
述
べ
た
文
を
参
考
に
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
｡

そ
の
他
に
辞
賊
の
序
文
と
し
て
作
品
の
作
成
経
緯
や
執
筆
意
園
を
述
べ
た
文
に
は

『文
選
』
巻
十
六
に
司
馬
相
如
の

｢長
門
の
賦
｣
の

序
が
あ
り
'

『文
選
』
巻
十
九
に
宋
玉
と
題
さ
れ
る

｢
高
唐
の
賦
｣

｢紳
女
の
賦
｣

｢
登
徒
子
好
色
の
賦
｣
序
が
あ
る
が
､
そ
れ
ぞ
れ
作

者
自
身
に
よ
る
も
の
か
ど
う
か
問
題
が
あ
ろ
う
｡
序
の
作
者
が
明
ら
か
な
も
の
に

｢
鵬
鳥
の
賦
｣
の
序
が
あ
り
'

『文
選
』
巻
十
三
に
収



め
ら
れ
て
い
る
が
､

『史
記
』
屈
原
貫
生
列
侍
の

｢
鵬
鳥
の
賦
｣
の
前
に
附
さ
れ
た
司
馬
遷
に
よ
る
執
筆
経
緯
を
賦
の
序
と
し
て
収
め
て

い
る
｡

つ
ま
り
司
馬
遷
の
文
を

｢
膳
鳥
の
賦
｣
の
序
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
揚
雄
以
前
に
確
賓
に
辞
賦
の
作
家
自
身
が
著

わ
し
た
序
は
殆
ど
残

っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
｡
そ
の
鮎
で
も
揚
雄
自
序
の
存
在
は
貴
重
で
あ
ろ
う
｡

(

三)
『
太
玄
』

｢
解
難
｣
序

第
十

段
は
構
成
が
些
か
複
雑
で
あ
る
｡
底
本
は

一
段
に
ま
と
め
て
い
る
が
､
内
容
か
ら
更
に
三
つ
に
分
け
る
と
理
解
し
や
す
い
の
で
､

分
段
し
て
お
-
0

⑳
雄
以
鳥

へ
ら
-
蔵
は
､
婿
に
以
て
風
せ
ん
と
す
る
な
り
0
必
ず
類
を
推
し
て
言
ひ
､
寛
扉
の
静
を
極
め
､
閏
移
錘
術
､
人
を
し
て
加
ふ
る
能
は
ざ

ら
し
む
る
を
競
ふ
な
り
｡
既
に
乃
ち
之
れ
を
正
に
席
さ
ん
と
す
る
も
､
然
れ
ど
も
覚
る
者
巳
に
過
て
り
｡
往
時
武
帝
神
仙
を
好
み
'
相
如
大
人
の
蔵

を
上
り
､
以
て
風
せ
ん
と
欲
す
る
も
､
帝
反
っ
て
績
標
と
し
て
雲
を
陵
ぐ
の
志
有
り
.
是
に
轡
り
て
之
れ
皇

1ロ
へ
は
,
斌
の
勧
め
て
止
め
ざ
る
こ
と

明
ら
か
な
り
｡
又
た
頗
る
俳
優
淳
子
髭

･
優
孟
の
徒
に
似
､
法
度
の
存
す
る
所
､
賢
人
君
子
の
詩
賦
の
正
に
非
ざ
る
な
り
｡
是
に
於
い
て
簸
め
て
復

た
属
さ
ず
｡

而
し
て
大
い
に
撒
く
揮
天
を
思
ひ
､
参
暮
し
て
之
れ
を
四
分
し
,
八
十

1
に
極
む
.
か
琴

i!則
ち
三
春
九
据
し
､
之
れ
を
七
草

1十
九
質
に
極
む
る

も
､
亦
た
自
然
の
道
な
り
｡
故
に
易
を
観
る
者
､
其
の
卦
を
見
て
之
れ
を
名
づ
け
､
玄
を

観
る
者
､
其
の
蓋
を
教

へ
て
之
れ
を
定
む
｡
玄
の
首
の
四

重
は
'
卦
に
非
ず
､
敷
な
り
｡
其
の
用
天
元
よ
り

一
書

一
夜
､
陰
陽
敷
度
､
律
暦
の
紀
を
推
し
､
九
九
に
し
て
大
い
に
運
り
､
天
と
輿
に
終
始
す
｡

故
に
玄
に
三
万

･
九
州

二

一十
七
部

･
八
十

一
家

二

一百
四
十
三
表

･
七
百
二
十
九
賛
あ
り
｡
分
か
ち
て
三
巻
と
為
し
'

一
二
三
と
日
ひ
､
泰
初
歴

と
相
ひ
鷹
じ
､
亦
た
頼
項
の
暦
有
り
0
之
れ
を
堆
ふ
る
に
三
策
を
以
て
し
､
之
れ
を
聯
す
に
休
答
を
以
て
し
､
之
れ
を
純
ふ
る
に
象
類
を
以
て
し
､

之
れ
を
催
す
に
人
事
を
以
て
し
､
之
れ
を
文
る
に
五
行
を
以
て
し
､
之
れ
を
蛎
ふ
る
に
道
徳
仁
義
確
知
を
以
て
す
｡
主
無
-
名
無
く

要
は
五
種
に

合
ひ
､
萄
く
も
其
の
事
に
非
ず
ん
は
､
文
虚
し
く
生
ぜ
ず
o
其
れ
泰
鼻
漁
と
し
て
知
る
べ
か
ら
ざ
る
が
鳥
に
､
故
に
首

･
衛

･
錯

･
測

･
肝

･
蜜

･

敷

･
文

･
据

･
囲

･
告
十

1
篇
有
り
･
皆
な
以
て
玄
の
髄
を
解
剥
し
､
其
の
文
を
離
散
す
o
章
句
尚
ほ
存
せ
ず
｡
玄
の
文
多
-
､
故
に
著
は
さ
ず
.

之
れ
を
観
る
者
知
り
難
く

之
れ
を
畢
ぶ
者
成
し
難
し
｡
客
に
玄
の
光
だ
深
く
､
衆
人
の
好
ま
ざ
る
を
難
ず
る
有
り
｡
雄
之
れ
を
解
し
､
競
し
て

解
難
と
日
ふ
｡
其
の
節
に
日
ふ
､
-
-
｡

《解
難
〉

『
漢
書
』
揚
雄
侍
所
収

｢
揚
雄
自
序
｣
を
め
ぐ

っ
て



九
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ま
ず

｢
雄
以
烏
へ
ら
-
賊
は
'
婿
に
以
て
風
せ
ん
と
す
る
な
り
｣
か
ら

｢
是
に
於
い
て
較
め
て
復
た
為
さ
ず
｣
ま
で
は
辞
賦
の
定
義
と

爵
賦
の
筆
を
折
る
に
至
っ
た
経
緯
を
説
い
て
お
り
'

｢而
し
て
大
い
に
薄
-
揮
天
を
思
ひ
｣
か
ら

｢
玄
の
文
多
-
､
故
に
著
は
さ
ず
｣
ま

で
は
辞
朕
を
止
め
天
文
に
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
た
結
果
が

『
太
玄
』
と
な
っ
た
の
で
あ
り
'
そ
の
構
造
が
正
昔
で
奥
深
い
こ
と
を
述
べ
て
い

る
｡
最
後
の

｢
之
れ
を
観
る
者
知
り
難
-
'
之
れ
を
学
ぶ
者
成
し
難
し
｣
よ
り

｢
解
難
｣
の
引
用
ま
で
は
､

｢
解
難
｣
作
成
の
経
緯
と
そ

の
作
品
で
あ
る
｡
こ
の
中
で
最
後
の
部
分
は
第
三
段
か
ら
第
九
段
ま
で
と
同
じ
よ
う
に
序
と
そ
の
作
品
と
考
え
ら
れ
る
が
､
そ
の
前
の
二

つ
の
部
分
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
第
三
段
か
ら
第
九
段
ま
で
と
区
別
し
た
｡

ま
ず
初
め
の
辞
賦
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
で
は

｢
雄
以
鳥
へ
ら
-
賦
は
､
婿
に
以
て
風
せ
ん
と
す
る
な
り
｡
必
ず
額
を
推
し
て
言
ひ
､

麗
贋
の
辞
を
極
め
'
関
移
錘
術
'
人
を
し
て
加
ふ
る
能
は
ざ
ら
し
む
る
を
競
ふ
な
り
｣
と
揚
雄
の
辞
厳
に
封
す
る
考
え
が
述
べ
ら
れ
て
お

り
興
味
深
い
が
､
後
に

｢
之
れ
を
正
に
席
さ
ん
と
す
る
も
'
然
れ
ど
も
覚
る
者
巳
に
過
て
り
-
-
是
に
蘇
り
て
之
れ
を
言
へ
は
'
賦
の
勤

め
て
止
め
ざ
る
こ
と
明
ら
か
な
り
｣
と
朕
の
無
力
さ
が
語
ら
れ
､

｢
是
に
於
い
て
綴
め
て
復
た
為
さ
ず
｣
と
い
う
結
果
に
障

っ
た
こ
と
が

告
白
さ
れ
る
｡
こ
の
部
分
は
揚
雄
の
辞
賦
に
封
す
る
思
い
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡

第
十
段
の
中
心
を
な
す
の
が

｢
而
し
て
大
い
に
淳
-
津
天
を
思
ひ
｣
か
ら

｢
之
れ
を
観
る
者
知
り
難
-
､
之
れ
を
畢
ぶ
者
成
し
難
し
｣

ま
で
の

『
太
玄
』
に
づ
い
て
述
べ
ら
れ
た
部
分
で
あ
る
｡
こ
の
部
分
は

｢
八
十

一
首
｣

｢
七
百
二
十
九
質
｣

｢
首

･
衝

･
錯

･
測

･
雑

･

豊

･
敷

･
文

･
挽

･
圏

･
告
十

一
篇
｣
な
ど
'

『易
』
で
言
え
ば
六
十
四
卦

･
三
百
八
十
四
交

･
十
巽
に
あ
た
る
語
の
解
説
で
あ
り
'
同

時
に

『
太
玄
』
の
構
造
を
概
説
し
て
い
る
｡
即
ち

『太
玄
』
の
序
で
あ
り
'

『
易
』
で
言
え
ば
繋
辞
侍
や
説
卦
侍
に
近
い
｡

『
太
玄
』
は

『
易
』
を
模
し
た
書
で
あ
る
か
ら
､
嘗
然
の
結
果
で
あ
る
｡

第
十
段
全
鰻
の
流
れ
を
ま
と
め
て
み
よ
う
｡
初
め
の
部
分
は
辞
賦
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
た
が
､
辞
既
の
無
力
さ
の
自
覚
と
辞
賦
作
成

を
止
め
る
に
至
っ
た
経
緯
を
説
-
こ
と
に
重
き
が
お
か
れ
て
お
り
､
そ
の
結
果
が

『
太
玄
』
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
た
｡

『
太
玄
』
は

｢
文



多
-
､
故
に
著
は
さ
ず
｣
と
し
て
引
用
さ
れ
な
い
が
､
こ
の
段
で
は

『
太
玄
』
の
序
に
費
や
さ
れ
た
分
量
が
最
も
多
-
､
第
十
段
の
中
心

に

『
太
玄
』
が
あ
る
こ
と
が
判
る
.
だ
か
ら
こ
そ

『
太
玄
』
の
難
解
さ
を
群
明
す
る

｢
解
難
｣
が
末
尾
に
添
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡

(
四
)

『
法
言
』
序

次
は
自
序
の
最
後
の
段
落
で
あ
る
｡

i)ん
与

て
いし

⑪
雄
見
る
に
､
諸
子
の
各
"
其
の
知
を
以
て

舛

馳

し
､
大
畠
(抵
)聖
人
を
砥
砦
す
O
即
ち
怪
迂
を
為
し
､
析
耕
脆
辞
し
'
以
て
世
事
を
挽
め
､
小
耕

な
り
と
は
難
も
､
終
に
は
大
道
を
破
り
て
衆
を
或
(惑
)
は
し
'
聞
-
所
に
溺
れ
て
自
ら
其
の
非
を
知
ら
ざ
ら
し
む
O
太
史
公
の
六
園
を
記
し
､
楚
漢

を
歴
､
麟
止
に
貯
は
る
に
及
び
て
は
､
聖
人
と
是
非
を
同
じ
-
せ
ず
､
頗
る
種
に
謬
る
､
と
｡
故
に
人
の
時
に
雄
に
間
ふ
も
の
有
れ
ば
,
常
に
法
を

用
て
之
れ
に
鷹
じ
､
課
し
て
以
て
十
三
巻
と
為
し
､
論
語
に
象
り
､
漉
し
て
法
言
と
日
ふ
｡
法
言
の
文
多
け
れ
ば
著
は
さ
ず
､
猫
だ
其
の
目
を
著
は

す
｡
-
-
0

《
法
言
の
目
》

第
十

一
段
で
は
諸
子
が

聖
人
の
教
え
に
背
き
経
書
と
合

っ
て
い
な
い
こ
と
を
感
じ
'

｢
是
非
｣
を

｢
聖
人
｣

｢経
｣
と
同

1
に
す
る
た

め
に

『
法
言
』
を
作
成
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
に
よ
る
と
人
に
尋
ね
ら
れ
て

『
法
言
』
を
摸
し
た
こ
と
が
判
る
が
へ
い
つ
の
こ
と

か
は

っ
き
り
し
な
い
｡
や
は
り

『
法
言
』
作
成
の
経
緯
や
執
筆
意
園
を
説
明
す
る
ば
か
り
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ
の
文
と
績
-

『
法
言
』
十

Vm
E

三
篇
の

目

は

『
法
言
』
に
も
序
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
第
十

一
段
は
完
全
に

『法
言
』
と
い
う
書
物
の
序
で
あ

っ
て
､
侍
記
資

料
に
乏
し
い
｡
そ
し
て
こ
こ
で
揚
雄
自
序
は
終
わ
り
､
次
に
は
質
が
始
ま

っ
て
し
ま
う
｡

三
､
揚
雄
自
序

の
性
質

以
上
に
検
討
し
た
結
果
を
整
理
し
て
み
よ
う
｡
巻
頭
第

一
･
二
段
は

『
史
記
』
に
見
え
る
他
の
侍
と
大
き
な
隔
た
り
は
な
か

っ
た
が
'

そ
の
後
の
第
三
段
か
ら
最
後
の
第
十

一
段
ま
で
が
揚
雄
自
序
の
特
色
を
顕
著
に
示
し
て
い
た
｡
第
三
段
以
降
で
述
べ
ら
れ
る
の
は
､
殆
ど

『
漢
書
』
揚
雄
侍
所
収

｢
揚
雄
自
序
｣
を
め
ぐ

っ
て
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自
身
の
作
品
作
成
の
経
緯
や
執
筆
意
圏
で
あ

っ
て
'
侍
記
資
料
と
な
る
行
動
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
｡
は
っ
き
り
と
し
た
年

時
や
官
歴
､
交
友
関
係
な
ど
､
揚
雄
の
行
動
を
特
定
し
う
る
要
素
が
極
め
て
少
な
い
の
で
あ
る
｡
更
に
小
論
で
は
省
略
し
た
が
'
辞
賦
や

文
な
ど
の
作
品
が
非
常
に
多
-
採
録
さ
れ
て
い
た
｡

｢
反
離
騒
｣

｢
甘
泉
の
賦
｣

｢
河
東
の
賦
｣

｢
校
猛
の
賦
｣

｢
長
場
の
賦
｣

｢
解
謝
｣

｢
解
難
｣

｢
法
言
の
目
｣
な
ど
に
費
や
さ
れ
た
文
字
は
､
揚
雄
自
序
の
八
割
を
越
え
る
｡
こ
れ
ま
で
に
検
討
し
て
き
た
文
は
自
序
の
二
割

に
も
及
ん
で
い
な
い
の
で
あ
な

〉

こ
の
よ
う
な
特
色
を
も
つ
揚
雄
自
序
を
い
か
な
る
作
品
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
｡
揚
雄
自
序
は
侍
記
資
料
と
し
て
の
意

味
あ
い
が
薄
-
'
作
品
と
作
品
作
成
の
経
緯
や
執
筆
意
園
を
説
-
こ
と
に
多
-
が
割
か
れ
て
い
る
｡
そ
の
鮎
で
､
作
品
と
序
文
の
色
あ
い

が
濃
い
文
章
で
あ
る
と
言
え
よ
う
.
既
述
の
通
り

｢甘
泉
の
賦
｣

｢
校
猛
の
賦
｣

｢
長
楊
の
賦
｣

｢
解
瑚
｣
作
成
の
経
緯
や
執
筆
意
園
を

読
-
第
四

･
七

･
八

･
九
段
は
､

『文
選
』
に
各
作
品
の
序
文
と
し
て
収
録
さ
れ
､

｢
法
言
の
目
｣
も

『
法
言
』
に
序
と
し
て
附
さ
れ
て

い
る
｡
だ
が
'
揚
雄
自
序
に
収
め
ら
れ
た
辞
賦
や
文
が
揚
雄
の
著
わ
し
た
作
品
の
全
て
で
は
な
い
｡
巌
可
均

『
全
漢
文
』
に
は
'

『漢
書
』

に
収
め
ら
れ
て
い
な
い
作
品
が
侠
文
も
含
め
五
三
篇
載
せ
ら
れ
て
い
る
｡
そ
の
中
に
は

｢
萄
都
の
賦
｣
や

｢
劇
秦
美
新
｣
な
ど
も
あ
り
'

揚
雄
が
自
序
に
収
め
る
作
品
を
選
揮
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
｡
そ
の
選
拝
に
つ
い
て
自
序
全
鰻
の
構
成
か
ら
考
え
て
み
る
と
､
作

品
が
収
め
ら
れ
て
い
る
第
三
段
か
ら
第
十

一
段
に
至
る
自
序
全
髄
の
流
れ
は
'
揚
雄
の
生
涯
に
沿

っ
て
語
ら
れ
て
い
る
｡

つ
ま
り
揚
雄
が

作

っ
た
順
に
作
品
が
配
さ
れ
､
そ
の
時
々
に
自
分
が
作

っ
た
経
緯
や
そ
の
作
品
に
込
め
た
意
圏
を
交
え
な
が
ら
'
自
身
の
生
涯
を
追

っ
て

い
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
攻
囲
は
揚
雄
侍
質
に

｢
其
の
意
は
文
章
も
て
名
を
後
世
に
成
す
こ
と
を
求
め
ん
と
欲
す
｣
と
述
べ
て
い

(
3

'
こ

う
し
た
こ
と
か
ら
､
選
ば
れ
た
作
品
は
揚
雄
に
と

っ
て
自
身
の
生
涯
を
語
り
う
る
も
の
で
あ
り
､
な
お
且
つ
自
分
の
名
を
後
世
に
残
す
に

足
る
と
考
え
た
も
の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
即
ち
揚
雄
自
序
は
揚
雄
に
よ

っ
て
自
作
を
選
録
さ
れ
た
自
選
集
と
し
て
の
意
味
を
も
有
し

て
い
る
と
言
え
よ
う
｡



そ
れ
は
ま
た
第
十
段
で
辞
巌
の
無
力
さ
を
言
い
'
作
成
を
止
め
て
い
た
揚
雄
が
､
五
篇
も
の
辞
賦
を
自
序
に
収
め
そ
れ
ぞ
れ
に
序
を
附

し
て
い
る
理
由
と
も
関
係
し
て
い
よ
う
｡
揚
雄
は
辞
賦
に
よ
っ
て
示
そ
う
と
し
た
視
諌
の
意
圏
が
'
昔
時
に
正
し
-
理
解
さ
れ
な
か
っ
た

こ
と
を
痛
感
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
､
自
序
に
収
め
た
そ
れ
ぞ
れ
の
辞
賦
の
序
に
よ
っ
て
正
し
-
視
諌
の
意
園
が
理
解
さ
れ
る
よ
う
望
ん
だ

よ
う
に
思
わ
れ
る
.
正
し
い
理
解
を
後
世
に
求
め
た
の
で
あ
る
.
こ
う
し
た
動
で
も
自
序
に
選
録
さ
れ
た
五
篇
の
辞
既
と
序
の
も
つ
意
味

は
重
要
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

ま
た
揚
雄
自
序
に
強
-
影
響
を
輿
え
た
と
思
わ
れ
る
作
品
に

『史
記
』
司
鳥
相
如
列
侍
が
あ

っ
た
｡
司
馬
相
知
侍
も
辞
賦
や
文
の
作
成

経
緯
や
執
筆
意
圏
を
説
-
序
文
を
多
-
載
せ
'
七
篇
の
辞
賦
と
文
を
収
め
て
い
た
｡
そ
し
て
賓
は
司
馬
相
如
侍
も
作
品
と
序
を
生
涯
に
沿

っ
て
配
列
し
て
い
る
｡

つ
ま
り
作
品
と
序
を
生
涯
に
沿

っ
て
配
列
し
､
作
品
と
序
に
よ
っ
て
侍
全
髄
を
構
成
し
た
の
も
相
如
侍
の
影
響
が

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
O
た
だ
し
揚
雄
の
自
序
に
比
べ
司
鳥
相
如
侍
は
､
卓
文
君
と
の
有
名
な
憩
愛
葦
の
ほ
か
都
と
萄
の
閲
に
立
つ
使
者

と
し
て
働
い
た
話
な
ど
相
如
の
行
動
記
録
に
富
み
､
死
後
の
こ
と
ま
で
記
さ
れ
て
い
る
｡
揚
雄
自
序
の
方
が
行
動
記
録
は
簡
単
で
､
作
品

と
序
に
依
存
す
る
割
合
が
高
い
｡
で
は
な
ぜ
揚
雄
は
あ
れ
程
ま
で
に
行
動
記
録
を
省
き
､
作
品
と
序
で
自
序
を
埋
め
壷
-
し
た
の
だ
ろ
う

か
｡自

序
は
揚
雄
が

『
法
言
』
を
作
成
し
た
後
の
最
晩
年
に
自
分
の
生
涯
を
振
り
返
り
つ
つ
著
わ
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
の
時
､
揚
雄

は
自
分
の
官
歴
や
交
友
関
係
な
ど
よ
り
も
'
自
作
の
辞
族
や
文
'

『
太
玄
』
や

『
法
言
』
を
こ
そ
自
ら
の
生
の
諾
L
と
し
て
侍
え
た
か

っ

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
そ
の
結
果
揚
雄
自
序
は
自
身
に
よ
る
侍
記
と
い
う
意
味
あ
い
は
弱
ま

っ
た
よ
う
に
見
え
る
が
､
自
作
の
辞
賦
や

文
な
ど
を
用
い
て
自
分
の
生
涯
を
語
る
こ
と
で
､

一
人
の
著
述
家
と
し
て
の
侍
記
を
作
り
出
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
｡
相
如
侍
よ
り
も

行
動
記
線
が
簡
軍
で
作
品
と
序
に
依
存
す
る
割
合
が
高
い
の
は
'
行
動
よ
り
も
作
品
に
よ
っ
て
評
債
さ
れ
る
べ
き
著
述
家
と
自
身
を
捉
え
'

自
序
に
描
き
出
そ
う
と
し
た
結
果
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
近
い
意
見
が
'
民
国
の
劉
威
析

『漢
書
知
意
』

(揚
雄
列

『
漢
書
』
揚
雄
侍
所
収

｢
揚
雄
自
序
｣
を
め
ぐ

っ
て
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侍
)

に
見
え
る
の
で
,
以
下
に
奉
げ
て
み
た

i

%

)

自
序
に
し
て
文
を
載
せ
､
文
と
事
と
を
相
ひ
比
附
せ
し
め
､
頭
者
を
し
て
其
の
撰
述
の
本
事
本
旨
を
知
ら
し
め
ん
と
欲
す
る
な
り
｡
子
雲
最
も
得
意

な
る
は
玄
と
法
言
と
に
在
り
｡
故
に
其
の
最
を
錬
し
､
録
し
て
以
て
己
が

一
生
の
精
力
の
注
ぐ
所
を
明
ら
か
に
す
｡
班
其
の
文
を
用
ひ
て
以
て
其
の

撃
を
表
し
､
又
た
逸
事
を
述
べ
て
以
て
自
序

の
閥
を
補
ひ
､
桓
講
の
語
を
録
し
て
以
て
断
と
作
す
｡
東
漠
の
初
め
筆
者
皆
な
劉
向

･
揚
雄
を
組
と
す

れ
ば
､
桓

･
班

固
よ
り
派
を
同
じ
-
す
る
な
り
｡

劉
威
折
は

『
太
玄

』
と

『
法
言

』
を
中

心

に
据

え

､

思
想
的
な
系
譜
を
た
ど
ろ
う
と
し
て
お
り
'
辞
朕
に
は
そ
れ
ほ
ど
重
き
を
お
い
て
い

(44
)

な
い
か
'
小
論
が
自
作
の
辞
巌
や
文
な
ど
に
よ

っ
て
自
分
の
生
涯
を
語
り
得
て
い
る
と
考
え
る
立
場
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
と
思

う

｡

終

わ

り

に

こ
れ
ま
で
の
検
討
を
通
し
て
､
揚
雄
自
序
は
辞
巌
や
文
､
書
と
い
っ
た
作
品
と
そ
の
序
文
の
意
味
あ
い
が
強
-
'
侍
記
資
料
に
乏
し
い

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
｡
た
だ
侍
記
資
料
に
乏
し
い
と
は
い
え
'
自
序
全
健
の
構
成
は
揚
雄
の
生
涯
に
沿

っ
て
お
り
､
辞
既
や
文
'
書

物
に
よ
っ
て
著
述
家
と
し
て
の
自
重
像
を
作
り
出
そ
う
と
し
た
よ
う
で
あ

っ
た
｡

つ
ま
り
序
文
の
意
味
あ
い
が
高
い
が
'
同
時
に
侍
と
し

て
の
役
割
も
括

っ
て
い
る
の
か
揚
雄
自
序
な
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
ま
た
'
作
品
の
序
文
と
侍
記
と
が
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
て
い
な
い
と

言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
｡
序
文
と
自
侍
の
境
界
が
区
切
ら
れ
て
い
な
い
状
態
な
の
で
あ
る
｡
そ
の
理
由
は
ま
た
揚
雄
が
著
述
家
と
し
て
自

身
を
描
き
出
そ
う
と
し
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
｡

揚
雄
自
序
と
同
じ
よ
う
に
作
品
と
序
文
お
よ
び
侍
記
が
同
時
に
収
め
ら
れ
て
い
る
侍
に

『史
記
』
司
馬
相
如
侍
が
あ

っ
た
｡
章
畢
誠
が

(45
)

｢
文
を
以
て
人
を
侍
ふ
る
｣
と
言

う

司

馬
相
如
侍
も
､
ま
た

一
人
の
作
家
､
著
述
家
と
し
て
相
如
を
描
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
更
に

言
え
ば

『史
記
』
太
史
公
自
序
や

『漢
書
』
叙
侍
も

『史
記
』

『漢
書
』
と
い
う
書
物
の
序
で
あ
り
な
が
ら
司
馬
遷
'
班
園
の
侍
記
で
も



(

46

)

あ
り
､
や
は
り
著
述
家
に
よ
る
自
序
と
言
う
こ
と
が
で
き
る

｡

そ

れ
は

『
史
記
』

『漢
書
』
と
い
う
作
品
に
よ
っ
て
自
分
の
存
在
を
残
そ

う
と
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
｡
自
分
が
著
わ
し
た
作
品
に
よ
っ
て
自
己
表
現
を
試
み
る
の
か
著
述
家
で
あ
れ
ば
､
官
歴
や
行
動
よ
り
も
作
品

と
と
も
に
記
憶
さ
れ
る
の
を
望
む
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
そ
う
考
え
れ
ば
'
後
漢
に
到
り
王
充
が

『
諭
衡
』
の
末
尾
に
自
紀
篇
を
附
し
､

(47
)

『
論
衡
』
と
い
う
書
物
の
序
だ
け
で
は
な
-
自
身
の
侍
記
を
も
記
し
た
理
由
が
理
解
で
き
て
-
る
｡
彼
ら
に
と
っ
て
自
分
の
生
涯
は
､
作

品
を
作
成
す
る
に
至
っ
た
経
緯
に
過
ぎ
ず
'
作
品
の
序
文
に
附
属
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
｡

今
こ
こ
に
奉
げ
た
中
で
､

『史
記
』
太
史
公
自
序
'

『漢
書
』
揚
雄
自
序
'

『漢
書
』
叙
侍
'

『
論
衡
』
自
紀
篇
は
､
作
品
と
そ
の
序

文
お
よ
び
侍
記
が

一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
共
通
鮎
を
も

っ
て
い
る
｡
そ
れ
は
ま
た
序
文

･
書
物
の
序
と
自
侍
が
未
分
化
の
状

態
に
あ
る
と
言
え
た
｡
こ
れ
ら
の
五
篇
は
現
存
す
る
自
序
の
中
で
は
比
較
的
古
い
も
の
で
あ
る
か
ら
､
自
序
の
古
い
形
に
は
､
作
品
と
そ

の
序
文
お
よ
び
侍
記
が

一
鰻
化
し
､
未
分
化
な
状
況
が
多
-
見
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
｡
そ
の
中
の

一
つ
と
し
て
揚
雄
自
序
の
も
つ
性
質
を

小
論
で
は
明
ら
か
に
し
え
た
と
尽
肇

今

後
は
書
物
な
ど
の
序
に
つ
い
て
も
よ
り
虞
-
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
､
そ
れ
は
ま
た

別
の
機
合
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
｡

徐
論

『
漢
書
』
揚
雄
侍
質
の
検
討

揚
雄
自
序
が
い
か
に
侍
記
資
料
に
乏
し
い
か
は
既
に
述
べ
た
｡
そ
れ
に
封
し
て
班
園
に
よ
る
質
が
ど
れ
程
豊
か
な
侍
記
資
料
を
提
供
し
､

質
と
し
て
異
例
の
髄
を
な
し
て
い
る
か
を
簡
軍
に
確
認
し
て
お
き
た
い
｡
そ
う
す
る
こ
と
が
自
序
の
範
囲
を
よ
り
明
確
に
す
る
こ
と
へ
と

つ
な
が
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
｡
四
段
か
ら
成
る
が
､
以
下
に
奉
げ
て
み
る
｡

しか

⑫
質
に
日
ふ
､
雄
の
自
序
に

爾

云

ふ
｡
初
め
､
雄
年
四
十
飴
､
局
よ
り
来
室
し
て
京
師
に
潜
ぶ
.
大
司
馬
車
騎
将
軍
王
音
其
の
文
雅
を
奇
と
し
､
召

し

て
以
て
門
下
の
史
と
為
し
､
雄
を
薦
め
て
待
詔
せ
し
む
｡
歳
鈴
に
し
て
､
羽
猟
の
鹿
を
奏
し
､
除
せ
ら
れ
て
郎
と
為
り
､
黄
門
に
給
事
し
､
王
弄

『
漢
書
』
揚
雄
侍
所
収

｢
揚
雄
自
序
｣
を
め
ぐ

っ
て



一
〇
〇

･
劉
歌
と
輿
に
地
ぶ
｡
哀
帝
の
初
め
'
又
た
董
賢
と
官
を
同
じ
う
す
｡
成

･
哀

･
平
の
間
に
嘗
た
り
､
葬

･
賢
皆
な
三
公
と
為
り
､
権
は
人
主
を
傾

け
､
薦
む
る
所
抜
擢
さ
れ
ざ
る
真
書
に
､
雄
は
三
世
官
を
彼
ら
ず
C
葬
の
位
を
纂
ふ
に
及
び
､
談
説
の
士
の
符
命
を
用
て
､
功
徳
を
補
し
封
詩
を
獲

る
者
甚
だ
衆
さ
も
､
雄
復
た
侯
な
ら
ず
､
著
老
久
次
を
以
て
韓
じ
て
大
夫
と
為
る
｡
勢
利
に
情
た
る
こ
と
乃
ち
是
-
の
如
し
｡
賓
に
古

へ
を
好
み
て

道
を
楽
し
み
､
其
の
意
は
文
章
も
て
名
を
後
世
に
成
す
こ
と
を
求
め
ん
と
欲
す
.
-
-
心
を
内
に
用
ひ
､
外
に
求
め
ず
､
時
人
皆
な
之
れ
を
究
ん
ず
.

唯
だ
劉
軟
及
び
花
蓬
の
み
敬
し
て
､
桓
讃
以
て
絶
倫
と
為
す
｡

⑬
王
葬
の
時
､
劉
欺

･
窺
豊
皆
な
上
公
と
為
り
､
葬
既
に
符
命
を
以
て
自
立
し
､
即
位
砂
後
其
の
原
を
絶
ち
以
て
前
事
を
紳
な
ら
し
め
ん
と
欲
す
｡

而
る
に
豊
の
子
尋

･
歌
の
子
葉
復
た
之
れ
を
戯
ず
｡
葬
は
豊
父
子
を
課
し
､
粟
を
四
喬
に
投
じ
､
静
の
連
及
す
る
所
'
便
ち
収
め
て
請
け
ず
｡
時
に

雄
幸
を
天
徳
閥
の
上
に
校
す
.
治
獄
の
使
者
来
り
､
雄
を
収
め
ん
と
欲
す
o
雄
自
ら
免
る
る
能
は
ざ
る
を
恐
れ
､
乃
ち
閣
上
よ
り
自
ら
投
下
し
､
幾

ど
死
な
ん
と
す
.
-
････詔
有
り
て
間
ふ
勿
し
.
然
れ
ど
も
京
師
之
れ
が
鳥
に
語
り
て
日
ふ
､
惟
れ
寂
実
に
し
て
､
自
ら
投
閣
し
､
麦
に
清
静
と
し
て
'

符
命
を
作
る
､
と
｡

⑩
雄
病
を
以
て
免
ぜ
ら
れ
､
復
た
召
さ
れ
て
大
夫
と
為
る
｡
家
素
よ
り
貧
に
し
て
､
酒
を
者
み
､
人
希
に
其
の
門
に
至
る
｡
時
に
好
事
者
の
酒
肴
を

載
せ
従
ひ
て
蕗
畢
す
る
有
り
0
而
れ
ど
も
錘
鹿
の
侯
芭
常
に
雄
に
従
ひ
て
居
り
､
其
の
太
玄

･
法
言
を
受
-
｡
･･････年
七
十

l
､
天
鳳
五
年
卒
す
o

侯
芭
寓
に
境
を
起
て
､
之
れ
に
喪
す
る
こ
と
三
年
な
り
｡

⑮
時
の
大
司
空
王
邑

･
納
言
厳
尤
雄
の
死
を
聞
き
､
桓
苛
に
謂
ひ
て
日
は
-
､
子
嘗
て
揚
雄
の
書
を
稀
ふ
る
も
､
豊
に
能
く
後
世
に
侍
は
ら
ん
か
､

と
o
薄
日
ふ
､
必
ず
や
侍
は
ら
ん
.
肝
だ
君
と
等
と
は
見
る
に
及
ぼ
ざ
る
な
り
､
凡
そ
人
は
近
さ
を
贋
し
み
て
速
さ
を
貴
ぶ
｡
親
し
く
楊
子
雲
の
緑

位
容
貌
の
人
を
動
か
す
能
は
ざ
る
を
見
､
故
に
其
の
書
を
軽
ん
ず
.
-
-
今
楊
子
の
書
文
義
至
っ
て
深
-
､
而
し
て
論
聖
人
に
寝
か
ず
.
若
し
時
の

君
に
遭
遇
し
､
更
め
て
賢
知
を
閲
し
､
善
と
稀
す
る
所
と
鳥
ら
し
め
ば
､
則
ち
必
ず
や
諸
子
を
度
越
せ
ん
-
-
と
｡
雄
の
没
し
て
よ
り
今
に
至
る
ま

で
四
十
飾
年
､
其
の
法
言
は
大
い
に
行
は
る
る
も
､
玄
は
終
に
顧
ほ
れ
ず
｡
然
れ
ど
も
篇
籍
具
さ
に
存
す
0

第
十
二
段

で
は
揚
雄

の
官
歴

と
著
述
家

と
し

て
の
生
涯
が

'
第
十

三
段

で
は
天
線
閣
投
閣
事
件

の
敗
未
が
､
第
十
四
段
で
は
揚
雄
の
晩

年
が
述
べ
ら
れ
'
最
後
の
第
十
五
段
に
桓
葦
の
揚
雄
評
が
載
せ
ら
れ
て
.い
る
｡
揚
雄
の
自
序
に
は
な
か

っ
た
年
時
や
官
歴
'
交
友
関
係
な

ど
,
揚
雄
の
行
動
を
特
定
す
る
材
料
に
満
ち
て
い
る
｡
段
玉
裁
の
指
艶

あ
る
よ
う
に

｢
雄
の
年
寄
卒
葬
｣
が
み
な
質
に
記
さ
れ
る
の
も

異
例
な

こ
と

で
あ
る

｡
そ
こ
で
銭
大
師

『廿
二
史
考
異
』
は

｢
『
雄
の
自
序
に
爾
云
ふ
』
以
下
皆
な
博
文
に
し
て
質
に
非
ざ
る
な
り
｡
-



…
此
の

『費
目
く
』
の
二
手
,
後
人
の
妄
増
に
し
て
,
班
史
の
本
文
に
非
ず
｣
と
ま
で
亭
肇

こ
の
説
の
是
非
は
別
に
し
て
も
､
質
が
揚

雄
の
自
序
と
は
筆
が
異
な
る
の
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
｡

｢
雄
の
年
寿
卒
葬
｣
や
死
後
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
'
自
序
で
は
あ
り
え
な
い
｡

鏡
大
師
が

｢
皆
な
博
文
｣
と
言
う
ほ
ど
侍
記
資
料
に
富
む
の
も
､
班
固
が
揚
雄
の
自
序
に
放
け
た
も
の
と
し
て
補

っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
｡

註
(
1
)

『
漢
書
』
揚
雄
侍
上
の
題
注
に

｢
師
盲
目
'
日
長
楊
賦
以
後
分
鳥
下
巻
｣
と
あ
り
､
上
下
巻
に
分
け
た
の
は
顔
師
古
で
あ
る
こ
と
が
判
る
｡

(
2
)

古
-
は

『
重
文
類
衆
』
巻
二
六

(
入
部
十

･
1111n
志
)
が

｢
藻
場
雄
自
叙
日
､
雄
鳥
人
簡
易
侠
宕
'
款
而
好
深
湛
之
思
､
清
浄
無
為
､
少
噂
慾
'
不

汲
汲
於
富
貴
､
不
戚
戚
於
貴
腐
'
不
修
廉
隅
以
倣
名
常
世
｡
無
捨
石
之
償
､
曇
如
也
.
自
有
大
度
､
非
聖
智
之
書
不
好
也
､
非
其
意
'
難
富
貴
不
幸

也
｣
と
揚
雄
侍
を
自
序
と
し
て
引
用
し
て
お
り
､

『
時
事
』
儒
林
侍

(
劉
舷
)
に
は

｢
乃
白
鳥
費
目
'
通
人
司
馬
相
如

･
揚
子
雲

･
馬
季
長

･
鄭
康

成
等
､
皆
目
栽
風
徽
'
侍
芳
末
葉
｣
と
の
語
が
あ
り
､

『
文
選
』
李
善
注

(
巻
五
三
㌧
李
康

･
運
命
論
'
不
如
楊
雄
仲
野
之
閲
其
門
也
)
に
も

｢
楊

雄
自
序
日
､
雄
家
代
素
貧
､
噂
酒
､
人
希
至
其
門
｣
と
揚
雄
侍
の
資
を
自
序
と
し
て
引
用
し
て
い
る
｡

『
史
通
』
序
侍
で
は

｢
至
馬
遷
､
又
徴
三
間

之
故
事
､
政
文
園
之
近
作
､
模
糖
二
家
､
執
成

l
巻
O
於
是
揚
雄
遵
其
膏
轍
､
班
固
酌
其
除
夜
､
自
敏
之
篤
､
賓
煩
於
代
｡
灘
属
箭
有
異
'
而
立
髄

無
易
｣
と
司
馬
遷

･
屈
原

･
司
馬
相
加
と
と
も
に
揚
雄

･
攻
囲
も
自
序
を
作
し
た
と
あ
り
､
同
書
の
雑
説

･
上

(
諸
漢
史
)
に
も

｢
馬
脚
鳥
目
叙
侍
'

具
在
其
集
中
｡
子
長
囲
錬
斯
篇
､
即
烏
列
侍
o
班
氏
仇
膏
､
曾
無
改
奪
o
尋
固
於
馬
場
侍
末
､
皆
云
達
雄
之
自
叙
如
此
'
至
於
相
加
篇
下
､
濁
無
此

言
｣
と
あ
る
こ
と
か
ら
劉
知
幾
は
揚
雄
の
自
序
が

『
漢
書
』
に
採
録
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
判
る
｡

(3
)

宋

･
呉
仁
傑

『
両
漠
刊
誤
補
遺
』
巻
十

(
楊
氏
)
､
段
玉
裁

『
濯
韻
棲
集
』
巻
五

(書
漢
書
楊
雄
侍
後
)
､
王
念
孫

『
講
書
雄
志
』
巻
四
之
三
(揺

雄
侍
)
､
江
条
章

『
法
言
義
疏
』
巻

一
(
法
言
疏
)
'
徐
復
観
『
(増
訂
)
雨
漠
思
想
史
』
巻
二

(
揚
雄
論
究
､

一

漢
書
揚
雄
侍
及
其
若
干
問
題
､

1
九
七
六
年
'
董
潜

･
畢
生
書
局
)
な
ど
.
な
お
､
揚
雄
の
姓
が

｢
揚
｣
で
あ
る
か

｢
楊
｣
で
あ
る
か
に
つ
い
て
結
論
は
で
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
.
小
論
で
は
比
較
的
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る

｢
揚
｣
に
従
う
が
､
そ
れ
は

『
漢
書
』
の
底
本
を
中
華
書
局
の
標
期
本
と
す
る
か
ら
で
も
あ
る
o

た
だ
し
他
書
の
引
用
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
｡

(4
)

『
重
文
類
衆
』
巻
二
六

(
入
部
十

･
1111H
志
)
'
註

(
2
)
参
照
｡

『
漢
書
』
揚
雄
侍
所
収

｢
揚
雄
自
序
｣
を
め
ぐ

っ
て



一
〇
二

(
5
)

張
薄

『湊
魂
六
朝
育
三
名
家
集
』
所
収

｢
揚
侍
郎
集
｣
は

｢
自
序
侍
｣
と
し
て
揚
雄
侍
の
冒
頭
か
ら

｢
法
言
文
多
不
著
､
濁
著
其
目
｣
ま
で
を
収

め
る
が
､
揚
雄
自
序
に
引
用
さ
れ
て
い
る
辞
蔵
や
文
'

『
法
言
』
十
三
篤
の
序
を
省
い
て
い
る
｡

(
6
)

段
玉
裁

『礎
韻
模
集
』
巻
五

(書
漢
書
楊
雄
侍
後
)
に

｢漢
書
楊
雄
侍
費
目

『
雄
之
自
序
云
爾
』
'
自
是
線
上

一
篇
之
静
｡
師
古
恐
人
凝
篤
結
法

言
序
目
之
静
､
故
注
之
日

『
法
言
目
之
前
'
皆
是
雄
本
自
序
之
文
也
』
0
倍
首
序
世
系
'
師
古
注
目

『
雄
之
自
序
譜
諜
蓋
薦
疏
謬
』
o
是
師
古
以
侍

皆
錬
雄
自
序
甚
明
額
｡
鄭
仲
師
注
周
穫
逐
人
職
日

『
楊
子
雲
有
田

一
厘
』
､
仲
師
卒
於
建
初
八
年
､
於
時
漠
書
初
成
､
仲
師
未
必
見
'
薫
用
自
序
語
｡

漠
書
記
雄
之
年
暮
卒
葬
､
皆
於
賛
中
補
載
､
而
不
繋
諸
侍
､
輿
他
侍
鰻
例
不
同
､
則
侍
文
鳥
録
雄
自
序
､
不
増
改

一
字
無
疑
｡
唐
初
自
序
巳
無
単
行

之
本
､
師
古
特
就
賛
首

一
語
額
之
｣
と
あ
る
｡

(
7
)

楊
樹
達

『漢
書
窺
管
』
巻
九

(楊
雄
侍
第
五
十
七
下

･
雄
之
自
序
云
爾
)
に

｢
樹
連
接
'
李
詳
云
､
法
言
序
目
亦
雄
自
序
原
文
O
自
序
本
放
史
公

而
作
､
史
記
自
序
入
史
記
詩
篇
序
目
､
故
雄
亦
致
之
｡
顛
謂
法
言
目
之
前
寅
雄
自
序
､
非
也
｣
と
あ
る
.

(8
)

徐
復
観
『(増
訂
)
雨
漢
思
想
史
』
巻
二

(揚
雄
論
究
'

1

漢
書
揚
雄
侍
及
其
若
干
問
題
､

1
九
七
六
年
'
董
漕

･
畢
生
書
局
､
四
三
九
頁
)
に

｢漢
書
八
十
七
上
下
的
揚
雄
侍
､
在

『費
目
』
以
前
､
都
是
採
用
揚
雄
的
自
序
｡
這
是
了
解
揚
雄
的
基
本
材
料
｣
と
あ
る
｡

(
9
)

鏡
鍾
書

『管
錐
編

第

一
筋
』

(史
記
舎
註
考
諾
'
四
九

司
馬
相
如
列
侍
､

1
九
七
九
年
'
北
京

･
中
華
書
局
'
三
五
七

･
八
頁
)
に

｢漢
書

･

司
馬
遷
侍

『
遷
之
自
序
云
爾
』
､
顔
師
盲
註

『
自
此
以
前
､
皆
其
自
叙
之
静
也
､
自
此
以
後
､
乃
姓
氏
作
侍
語
耳
』
｡
揚
雄
侍
費
目

『
雄
之
自
序
云

爾
』
'
師
古
註
謂
此
侍
即
取
雄
自
叙
鳥
之
､
観
賛
備
述
雄
之
行
事
､
以
補
侍
所
故
載
､
則

『
班
氏
侍
語
』
､
別
見
賛
中
､
師
古
非
臆
測
也
｡
爾
侍
均

特
書

『
自
序
云
爾
』
､
囲
全
録
馬

･
揚
原
文
､
未
加
裁
割
榔
移
｣
と
あ
る
｡

(
10
)

張
岱
年

｢
揚
雄
｣
(『中
国
古
代
著
名
管
掌
家
許
侍

葎
編

1
』
所
収
､

1
九
八
二
年
､
奔
魯
書
杜
､
三

l
三
頁
)
に

｢
按

『漢
書

･
揚
雄
侍
』
引

揚
雄
所
作

『
自
序
』
､
揚
雄
的
祖
先
揚
李
､

『
官
重
度
江
太
守
』
､
後
釆
避
仇
遷
居
鳩
山
之
南
的
邸
懸

(今
四
川
省
都
解
)
､

『
有
田

l
堰
､
有
宅

一
匡
'
世
世
以
農
桑
鳥
業
』
'
揚
雄
是
揚
李
的
五
世
孫
｣
と
あ
る
O

(
11
)

陳
編
漬

『
揚
雄
』

(
1
九
九
三
年
､
董
漕

･
東
大
園
書
公
司
､
世
界
管
掌
家
叢
書
､
二
頁
)
に

｢
瀕

『漢
書

･
揚
雄
侍
』
引
揚
雄
所
作

『
自
序
』
､

揚
雄
五
世
.岨
揚
季

『官
重
度
江
太
守
』
､
漠
元
鼎
年
間
因
避
仇
而
遷
居
帽
山
之
南
的
邸
牌

(今
四
川
省
都
願
)
､

『
有
田

一
櫨
､
有
宅

一
区
'
世
世

以
農
桑
篤
業
』
'
従
揚
季
到
揚
雄
､
五
世
惟
侍

l
子
｣
と
あ
る
｡

(
1
)

張
震
津

『
揚
雄
集
校
注
』

(
1
九
九
三
年
､
上
海
古
籍
出
版
社
､
中
国
古
典
文
筆
叢
書
､
四
〇
五
～
四
二
二
頁
)
に
､

｢
揚
雄
自
序
｣
の
題
で
侍

の
冒
頭
か
ら

｢費
目
､
雄
之
自
序
云
爾
｣
ま
で
を
収
録
し
て
校
注
を
加
え
る
が
､

｢
反
離
騒
｣

｢甘
泉
の
賦
｣
な
ど
の
辞
朕
や
文
の
引
用
は
略
す
o



ま
た

｢
顧
姓
氏
以
序
鳥
侍
､
亦
聞
下
己
語
､
側
之
則
有
傷
文
義
'
姑
倶
存
之
､
加
方
括
弧
以
薦
別
｣
と
し
て
､

｢
畔
牢
愁

･
庚
騒
文
多
､
不
載
'
猫

載
反
離
騒
｣

｢
法
言
文
多
､
不
著
､
猫
著
其
目
｣

｢
費
目
､
雄
之
自
序
云
爾
｣
の
三
文
に
括
弧
を
加
え
て
い
る
｡

(
13
)

狩
野
直
喜

｢
楊
雄
と
法
言
｣

(
『
支
那
撃
文
薮
』
所
収
'

一
九
七
二
年
､
み
す
ず
書
房
'

一
六
七
頁
)
に

｢
本
俸
は
楊
雄
の
自
鼓
を
其
僅
採
録
し

て
居
る
｣
と
あ
る
｡

(14
)

御
手
洗
勝

｢
楊
雄
の
虞
世
親
｣

(
宮
崎
大
草
尊
重
畢
部
研
究
時
報

一
-

二

一
九
五
五
年
､
五
七
頁
)
に

｢
『
漢
書
』
楊
雄
侍
に
採
録
せ
ら
れ
た
'

楊
雄
の
自
序
に
よ
る
と
､
彼
の
高
祖
父
は
､
楚

･
漠
交
学
の
際
､
塵
江
の
太
守
と
な

っ
た
､
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
､
昔
時
は
相
昔
の
資
産
家
で

あ

っ
た
と
見
て
よ
い
｣
と
あ
り
､
同
氏

｢
楊
雄
と
太
玄
-

作
者
の
侍
統
｣

(
支
那
畢
研
究

(
鷹
島
)
第

一
八
競
､

一
九
五
七
年
､
二
四
頁
)
で
も

班
国
を
論
じ
て

｢
の
み
な
ら
ず
､
そ
の
本
侍
の
叙
述
の
仕
方
を
み
て
も
､
全
-
楊
雄
の
著
作
の
自
序
を
そ
の
ま
ま
導
入
し
､
十
三
篤
の

『
法
言
』
の

目
録
を
煩
を
い
と
わ
ず
羅
列
し
て
い
る
の
は
､
そ
の
司
馬
遷
侍
以
外
に
は
見
ら
れ
な
い
手
法
で
あ

っ
て
､
彼
が
楊
雄
を
如
何
に
高
-
評
慣
し
て
い
た

か
'
想
像
に
難
-
な
い
｣
と
あ
る
｡

(
15
)

鈴
木
由
次
郎

『
太
玄
経
』

(
一
九
七
二
年
'
明
徳
出
版
社
､
中
国
古
典
新
書
'
二
六
頁
)
に

｢
後
漠
の
攻
囲
は
､
漢
書
の
中
に
揚
雄
の
侍
を
立
て

て
'
そ
の
論
資
の
初
に

『
雄
の
自
序
に
云
ふ
』
と
し
て
､
そ
の
場
雄
侍
は
揚
雄
の
自
序
を
本
に
し
て
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
､

ま
た
そ
の
中
に

『
雄
の
投
し
て
よ
り
今
に
至
る
四
十
飴
年
』
と
述
べ
て
い
る
か
ら
､
漢
書
揚
雄
侍
の
記
述
は
揚
雄
の
死
後
さ
ほ
ど
年
代
も
凝

っ
て
い

な
い
の
で
､
大
健
信
用
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｣
と
あ
る
｡

(
16
)

岡
村
繁

｢
揚
雄
の
文
筆

･
儒
学
と
そ
の
立
場
｣
(
(九
州
大
)中
国
文
筆
論
集

四
､

l
九
七
四
年
､
二
二
頁
)
に

｢
-
-
ま
た
同
じ
-
揚
雄
の

『
自

序
』
に
も
こ
の
際
の
事
に
腐
れ
て
'

『
孝
成
帝
の
時
､
客
に
雄
の
文
の
相
加
に
似
た
る
を
薦
む
る
者
あ
り
-
-
｣
と
あ
り
､
ま
た

｢
そ
の
理
由
に
つ

い
て
､
彼
は

『
自
序
』
に
次
の
ご
と
く
い
う
.

『
雄
排
撃

そ
り
く
､
威
な
る
も
の
は
､
婿
に
以
て
訊
せ
ん
と
す
る
や
､
必
ず
類
を
推
し
て
言
い
､
麗

扉
の
辞
を
極
め
'
閏
惨
錘
術
L
t
人
を
し
て
加
う
る
能
わ
ざ
ら
し
む
る
を
競
う
な
り
』
｣
と
侍
の
文
を
引
用
さ
れ
て
い
る

(
同
､
二
六
頁
)
0

(
17
)

小
竹
武
夫

『
漢
書

上
巻
』

(
一
九
七
七
年
､
筑
摩
書
房
)
に
附
さ
れ
た
橋
川
時
雄
氏
の
解
説
に

｢
詩
賦
文
筆
の
巨
匠
揚
雄
は

『
漢
書
』
の
本
侍

に
用
い
ら
れ
た
彼
の
自
叙
侍
で
､『章
句
を
為
さ
ず
､
訓
話
す
る
の
み
』
と
自
家
の
草
間
文
学
に
た
い
す
る
あ
り
か
た
を
述
べ
て
い
る
｣
と
言
い

(
五

九
〇
頁
)
'
ま
た

｢
列
侍
第
五
十
七

『
揚
雄
侍
』
は
'
ほ
ぼ
雄
の
自
叙
侍
を
引
用
し
て
記
博
し
､
巻
末
の
費
で
そ
の
後
の
事
蹟
を
記
し
て
､

『
雄
の

没
し
て
よ
り
今
に
至
る
四
十
鈴
年
､
そ
の

『
法
言
』
は
大
い
に
行
な
わ
れ
て
､

『
玄
』
は
終
に
願
わ
れ
ず
､
然
も
篇
籍
つ
ぶ
さ
に
存
す
』
と
し
め
-

-
る
｣
と
言
わ
れ
る

(
六

一
二
頁
)
0

『
漢
書
』
揚
雄
侍
所
収

｢
揚
雄
自
序
｣
を
め
ぐ

っ
て



一
〇
四

(
18
)

正
条
資

『
法
言
義
疏
』
巻

1
(
法
言
疏
)
に

｢漢
書
重
文
志

『
揚
雄
所
序
三
十
八
篇
』
入
儒
家
O
班
自
注
云

『
太
玄
十
九
､
法
言
十
三
､
奨
四
､

歳
二
』
､
別
法
言
在
漠
世
乃
輿
太
玄

･
楽

･
歳
同
島

1
書
'
初
不
別
出
単
行
｡
此
子
雲
所
白
鳥
詮
次
､
以
成

l
家
之
言
者
､
故
謂
之
揚
雄
所
序
o
序

者
､
次
也
O
其
自
序

1
鷺
､
嘗
在
此
三
十
八
篇
之
末
､
馬
場
書
之
絶
序
｡
漢
書
揚
雄
列
侍
即
全
線
此
序
寛
之
､
放
資
首
云

『
雄
之
自
序
云
爾
』
､
輿

司
馬
遷
列
侍
篇
末

『
遷
之
自
序
云
爾
』
文
同
｡
遷
侍
乃
全
錬
史
記
自
序
､
則
此
侍
亦
全
線
楊
書
自
序
可
知
｡
惟
侍
末

『
法
言
文
多
不
著
､
猫
著
其
目
』

以
下
云
云
'
乃
班
氏
所
増
益
｡
故
教
師
古
注
云

『
自
法
言
目
之
前
､
皆
是
雄
本
自
序
之
文
也
』
蓋
自
序
既
馬
場
書
三
十
八
篇
之
練
序
'
則
法
言
十
三

即
在
本
書
､
何
有
更
著
其
目
於
序
末
之
理
｡
故
師
古
所
謂

『
自
法
言
目
之
前
』
者
'
決
非
兼
包
法
言
目
而
言
､
而
自
謂
法
吉
日
在
外
也
｣
と
あ
る
｡

(
lg
)

『文
選
』
李
善
注

(
巻
五
三
､
李
康

･
運
命
論
､
不
如
楊
雄
仲
野
之
関
其
門
也
)
'
註

(
2
)
参
照
｡

(
20
)

高
木
友
之
助

｢
法
言
の
研
究
-

そ
の
著
作
の
動
機
に
つ
い
て
｣

(中
央
大
草
文
学
部
紀
要
三
五
､

一
九
六
四
年
'
五
四
頁
)
に

｢
漢
書
揚
雄
侍

の
資
に
引
か
れ
て
い
る
彼
の
自
序
に
よ
れ
ば
､
彼
は
自
分
の
著
作
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
｣
と
し
て
､
資
の
文
が
引
か
れ
て
い
る
｡

(
21
)

王
利
器

｢
『漢
書
』
材
料
釆
源
考
｣

(
『
文
史
』
二

一
韓
､

一
九
八
四
年
､
北
京

･
中
華
書
局
､

一
四
真
)
に

｢
『漢
書

･
揚
雄
侍
賛
』
､

｢
雄

之
自
序
云
爾
｡
｣
師
古
庄
'

｢
自

『
法
言
』
目
之
前
､
皆
是
雄
本

『
自
序
』
之
文
也
O
｣
接
此
､
則

『
揚
雄
侍
』
班
氏
即
襟
雄

『
自
序
』
鳥
之
o
『晴

書

･
劉
櫨
侍
』

妓
自
薦
賛
云
､

｢
通
儒
司
鳥
相
如

･
楊
子
雲

･
馬
季
長

･
鄭
康
成
等
､
皆
目
叙
風
微
､
侍
芳
末
葉
.
｣
今
考

『文
選
』
李
寿
遠

『
運

命
論
』
注
引
雄

『
自
序
』
､

｢
雄
家
代
素
貧
､
噂
酒
'
人
希
至
其
門
O
｣
今
此
文
見

『
揚
雄
侍
賛
』
中
'
別
法
氏
賛
亦
掠
雄

『
自
序
』
寛
之
也
｣
と

あ
る
｡

(
22
)

町

田
三
郎

｢
揚
雄
に
つ
い
て

(
一
)
｣(
『秦
漠
思
想
史
の
研
究
』
所
収
'

一
九
八
五
年
､
創
文
社
､
三
〇
五
頁
)
で
は

｢
揚
雄
の
自
序
に
も

『
孝

成
帝
の
と
き
､
客
に
雄
の
文
の
相
加
に
似
た
る
を
薦
む
る
者
あ
り
』

(本
俸
)
と
あ

っ
て
客
す
な
わ
ち
揚
牡
の
推
挽
が
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
｣

と
侍
の
文
が
自
序
と
さ
れ
'
同
氏

｢
揚
雄
に
つ
い
て

(
二
)
｣

(同
書
､
三
三
五
頁
)
で
は

｢
本
侍
は
さ
ら
に
雄
の
自
序
を
掲
げ
て
い
う
｡

『
雄
､

病
を
以
て
免
ぜ
ら
る
｡
復
び
召
さ
れ
て
大
夫
と
な
る
｡
家
貧
し
く
し
て
'
酒
を
書
む
0
人
希
に
そ
の
門
に
至
る
0
時
に
好
事
者
あ
り
｡
酒
肴
を
載
せ
t

て
従
い
て
滋
撃
す
.
而
し
て
鐘
鹿
の
侯
芭
､
常
に
雄
に
従
い
て
居
り
､
そ
の
太
玄

･
法
言
を
受
-
』
と
｣
の
如
-
資
の
文
を
自
序
と
さ
れ
て
い
る
o

(
23
)

『
史
通
』
雑
説

･
上

(
謁
漢
史
)
に
見
え
る
｡
註

(
2
)
参
照
｡

(
24
)

銭
大
師

『
廿
二
史
考
異
』

(巻
八
､
揚
雄
侍

･
費
目
'
雄
之
自
序
云
爾
)
は

｢
予
謂
自

『
雄
之
自
序
云
爾
』
以
下
､
重
篤
終
､
皆
博
文
､
非
賛
也
｡

司
馬
遷
侍
亦
栴

『
遷
之
自
序
云
爾
』
､
然
後
別
述
遷
幸
､
以
終
其
篇
'
輿
此
正
同
｡
遷
有
賛
而
雄
無
賛
者
､
篇
中
載
桓
譜
及
諸
儒
之
言
'
褒
腔
巳
見
､

不
必
別
鳥
賛
也
｡
此

『費
目
』
二
手
､
後
人
妄
増
､
非
班
史
本
文
｣
と
言
い
､
王
先
謙

『漢
書
補
注
』
も
こ
の
論
を
引
い
て
い
る
｡



(
25
)

正
条
賓

『
法
言
義
疏
』
巻

一
(
睦
言
疏
)
に
見
え
る
｡
註

(
18
)
参
照
｡

(
26
)

鏡
鍾
書

『
管
錐
編

第

l
筋
』

(
史
記
舎
註
考
謹
､
四
九

司
馬
相
如
列
侍
､

一
九
七
九
年
'
北
京

･
中
華
書
局
､
三
五
七

･
八
頁
)
に
見
え
る
｡

註

(
9
)
参
照

(
27
)

楊
樹
達

『
漢
書
窺
管
』
巻
九

(
楊
雄
侍
第
五
十
七
下

･
雄
之
自
序
云
爾
)
に
見
え
る
｡
註

(7
)
参
照
｡

(
28
)

揚
雄
自
序
の
範
囲
は
ほ
ぼ
定
め
ら
れ
た
が
､

『
漢
書
』
は
揚
雄
自
序
を
そ
の
ま
ま
採
録
し
て
い
る
の
か
､
字
句
の
異
同
は
な
い
の
か
と
い
う
問
題

が
あ
る
｡
そ
の
こ
と
に
関
し
て
小
竹
武
夫
前
掲
書
に
附
さ
れ
た
橋
川
時
雄
氏
の
解
説
に
次
の
よ
う
に
あ
る
｡

｢
と
こ
ろ
で
揚
雄
の
自
叙
侍
は
そ
の
ま

ま
引
用
さ
れ
て
は
い
な
い
｡
多
少
の
字
句
の
削
略
が
加
え
ら
れ
'
平
易
で
分
り
や
す
い
語
髄
で
物
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
､

『
漢
書
』
の
文
章

は
お
し
な
べ
て
今
の
い
わ
ゆ
る
文
語
鰻
句
調
に
近
く
､
修
辞
の
工
夫
が
加
え
ら
れ
て
い
る
｡

『
漢
書
』
の
記
侍
は

『
史
記
』
の
列
侍
の
う
ち
漠
代
の

人
物
の
侍
を
多
-
踏
襲
し
､
補
侍
を
加
え
る
が
､
そ
の
場
合
に
も
字
句
を
整
え
て
修
辞
し
て
い
る
｡
そ
の
た
め
､
原
資
料
や

『
史
記
』
と
の
あ
い
だ

に
､
歴
史
解
樗
上
の
微
妙
な
異
同
を
覚
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
-
は
な
い
｣

(
六

一
二
頁
)
｡
小
論
も
橋
川
氏
同
様

｢
修
辞
の
工
夫
が
加
え
ら

れ
て
い
る
｣
と
思
う
が
､
そ
れ
は

『
史
記
』
太
史
公
自
序
と

『
漢
書
』
司
馬
遷
侍
の
異
同
と
同
じ
位
で
､
内
容
が
襲
化
し
な
い
程
度
と
考
え
る
｡

(
2
)

揚
雄
が

『
史
記
』
を
蔑
ん
で
い
た
こ
と
は
､

『
法
言
』
重
賛
篤
に

｢
或
間
周
官
0
日
立
事
｡
左
氏
｡
日
品
藻
｡
太
史
遷
｡
日
章
録
｣
と
あ
り
'
ま

た
同
書
君
子
蔦
に

｢
准
両
説
之
用
､
不
如
太
史
公
之
用
也
o
太
史
公
､
聖
人
婿
有
取
蔦
｡
港
南
鮮
取
鳶
爾
o
必
也
儒
乎
o
乍
出
乍
入
､
港
南
也
.
文

濫
用
寡
､
長
卿
也
｡
多
愛
不
忍
､
子
長
也
｡
仲
尼
多
愛
､
愛
義
也
｡
子
長
多
愛
､
愛
奇
也
｣
と
あ
る
こ
と
で
判
る
｡

(
30
)

自
序
に

｢
江
流
に
投
じ
た
｣
と
あ
る
江
流
は
､

『
漢
書
』
地
理
志
上

(
萄
郡
)
に

｢
増
山
在
西
徴
外
､
江
水
所
出
､
東
南
至
江
都
入
海
｣
と
あ
る

江
水
を
指
す
｡

(
31
)

｢
反
離
騒
｣
に

｢
霊
泉
に
違
ひ
て
従
は
ず
'
反

っ
て
身
を
江
奉
に
湛
む
｣

｢
夫
れ
聖
菅
の
遭
ひ
た
る
は
､
固
よ
り
時
命
の
有
す
る
所
な
り
｣
と
い

う
表
現
が
､
第
三
段
で
言
う
意
圏
を
表
し
て
い
よ
う
.

(
32
)

試
算
に
よ
る
と
第
三
段
の
字
数
は

一
五
七
字
､

｢
反
離
騒
｣
は
六
七

一
字
で
あ
り
'

｢
反
離
騒
｣
は
第
三
段
の
約
四

二
二
倍
に
な
る
｡

(
33
)

｢
甘
泉
の
賦
｣
に

｢
鬼
魅
も
自
ら
還
る
能
は
ず
､
長
途
に
半
ば
し
て
下
り
放

つ
｣

｢
方
に
征
億
と
慢
性
と
難
も
､
猶
は
伐
俳
と
し
て
其
れ
夢
の
若
し
｣

主り,勺

と
あ
る
の
は
､

｢
人
力
の
為
す
所
に
非
ず
'
貴

い

は
鬼
神
の
み
可
な
り
と
日
ふ

(第
五
段
)
｣
ほ
ど
の
華
美
を
表
し
て
お
り
､

｢
玉
女
を
扉
け
､
虜

妃
を
御
-
｣
と
寵
愛
巷
説
諌
す
る
句
は
そ
の
ま
ま
の
形
で

｢
甘
泉
の
鹿
｣
に
記
さ
れ
て
い
る
O

(
34
)

｢
河
東
賦
｣
の
結
び
に

｢
既
に
切
を
平
盈
に
費
つ
に
､
誰
か
路
遠
-
し
て
従
ふ
能
は
ざ
る
と
謂
ふ
｣
と
あ
る
の
か
'
夢
見
る
よ
り
行
動
す
べ
き
こ

『
漢
書
』
揚
雄
侍
所
収

｢
揚
雄
自
序
｣
を
め
ぐ

っ
て



一〇
六

と
を
勧
め
て
い
よ
う
｡

(
35
)

｢
校
猛
威
｣
は
第
七
段
に

｢
後
世
復
た
前
好
を
修
め
､
折
中
す
る
に
泉
童
を
以
て
せ
ざ
ら
ん
こ

と
を
恐
る
｣
と
言
う
よ
う
に
､
著
惨
の
程
度
を
わ

き
ま
え
て
い
な
い
こ
と
を
説
諭
す
る
の
だ
が
'

｢
校
猛
威
｣
の
中
で

｢
章
華
を
非
と
し
震
童
を
是

と
す
｣
と
あ
る
べ
き
奮
惨
の
程
度
を
示
す
こ
と
で

視
諭
を
試
み
て
い
る
｡

(
36
)

｢
長
楊
鹿
｣
で
は

｢
農
を
し
て
榎
を
軽
め
ず
､
工
を
し
て
機
よ
り
下
ら
ざ
ら
し
む
｣
と
農
民
が
耕
作
を
止
め
る
こ
と
な
-
生
き
ら
れ
る
､
太
平
で

理
想
的
な
さ
ま
を
措
い
て
い
る
｡

(
37
)

試
算
に
よ
る
と

｢
反
離
騒
｣

｢
甘
泉
の
賦
｣

｢
河
東
の
賦
｣

｢
校
猟
の
蔵
｣

｢
長
場
の
賦
｣

｢
解
油
｣
の
字
数
は
六

1
<
七
字
で
'
第
三
段
か
ら

第
九
段
ま
で
は
九
七
六
字
で
あ
る
｡

(
3
)

注

(
2
)
で
巻
け
た

『
惰
書
』
儒
林
侍

(
劉
舷
)
と

『
史
通
』
序
侍
は
司
馬
相
加
に
自
穀
が
あ

っ
た
と
し
､

『
史
通
』
雑
記

･
上

(
謁
漢
史
)
は

｢
馬
脚
鳥
目
叙
侍
､
具
在
其
集
中
｡
子
長
因
録
斯
篤
､
即
鳥
列
侍
｣
と

『
史
記
』
司
鳥
相
如
侍
が
こ
の
目
叙
で
あ
る
と
言
う
｡
だ
が

『
史
記
』
司
馬

相
如
侍
を
相
如
の
自
穀
と
考
え
る
の
は
､

『
史
通
』
難
読

･
上
だ
け
で
あ
る
う
え
､
司
馬
相
加
侍
に
は
相
如
死
後
の
記
録
が
含
ま
れ
て
い
る
な
ど
不

審
な
期
も
あ
る
の
で
､
結
論
は
し
ば
ら
-
保
留
と
し
た
い
｡

(
39
)

『
文
選
』
巻
四
四

｢
巴
菊
に
曝
す
轍
｣
の
題
注
に

『
漢
書
』
と
し
て
引
か
れ
'
同
じ
巻
四
四

｢
葛
の
父
老
を
難
ず
る
文
｣
も
題
注
に

『漢
書
』
か

ら
引
か
れ
る
が
'
巻
四
八
の

｢
封
鰐
の
文
｣
は

『
史
記
』
が
題
注
に
引
か
れ
て
い
る
｡

(
40
)

十
三
篤
の
う
ち
淵
竃
篤
の
序
は

『
法
言
音
義
』
に

｢
柳
宗
元
日
､
按
漢
書
淵
憲
自
有
序
､
文
語
俗
近
不
類
､
蓋
後
人
増
之
､
或
班
固
所
作
｣
と
あ

る
こ
と
に
よ
っ
て
､
揚
雄
の
も
の
か
ど
う
か
疑
わ
れ
て
い
る
が
､
今
は
お
い
て
お
-
｡

(41

)

試
算
に
よ
る
と

｢
反
離
騒
｣

｢
甘
泉
の
賦
｣

｢
河
東
の
賦
｣

｢
校
猟
の
賦
｣

｢
長
場
の
蹴
｣

｢
解
湖
｣

｢
解
難
｣

｢
法
言
の
目
｣
の
字
数
は
六
九

七
四
字
で
八
三

･
七
%
を
占
め
､
揚
雄
自
序
か
ら
以
上
の
作
品
を
除
外
し
た
字
数
は

1
三
五
七
字
で

l
六

二

1%
で
あ
る
O
ち
な
み
に
賓
は
七
〇
八

字
で
あ
る
｡

(
42
)

こ
の
文
は
飴
論
に
巻
け
た
揚
雄
侍
費
の
第
十
二
段
に
見
え
る
｡

(
43
)

『
漢
書
知
意
』
は

『
推
十
善
』
と
い
う
叢
書
所
収
で
'

『
太
史
公
害
知
意
』

『
後
漢
書
知
意
』

『
三
国
志
知
意
』
と
と
も
に

『
四
史
知
意
』
と
名

付
け
ら
れ
て
い
る
｡

一
九
三

一
年
の
刊
本
に
掠

っ
た
が
､
原
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
｡

｢
自
序
而
載
文
､
欲
使
文
典
事
相
比
附
､
使
譲
者
知
其
撰

述
之
本
革
本
旨
也
｡
子
雲
最
得
意
在
玄
輿
法
言
0
枚
録
其
最
､
録
以
明
己

l
生
精
力
所
注
.
班
用
其
文
以
表
其
撃
､
又
述
逸
事
以
補
自
序
之
関
'
録



桓
詩
語
以
作
断
｡
東
漠
初
学
者
皆
組
劉
向

･
揚
雄
､
桓

･
班
固
同
派
也
｡
｣

(
44

)

章
撃
誠

『
文
史
通
義
』
詩
数
下
に
も
以
下
の
よ
う
な
意
見
が
見
え
る
｡

｢
馬

･
班
二
史
､
於
相
如

･
揚
雄
諸
家
之
著
戯
'
倶
詳
著
於
列
侍
｡
-
-

重
篤
後
世
文
苑
之
種
輿
､
而
文
苑
必
致
文
采
之
賓
潰
､
以
現
苑
史
而
下
､
標
文
苑
而
止
叙
文
人
行
略
者
'
薦
遠
勝
也
｡
然
而
漠
廷
之
蹴
､
賓
非
葛
作
｡

長
篇
録
入
於
全
侍
､
足
見
其
人
之
極
思
'
殆
輿
貢
硫
董
策
､
鳥
用
鳥
不
同
､
而
同
主
於
以
文
侍
人
也
｡
｣
章
撃
誠
は

『
史
記
』

『
漢
書
』
が
司
馬
相

如

･
揚
雄
侍
に
静
賦
を
多
-
載
せ
る
こ
と
を

｢
其
の
人
の
極
息
を
見
る
に
足
り
｣

｢
文
を
以
て
人
に
博
ふ
る
｣
と
許
債
し
て
い
る
か
､
こ
こ
で
は
揚

雄
侍
を
法
園
に
よ
る
も
の
と
し
､
楊
雄
が
自
序
に
自
作
の
静
聴
を
採
録
し
た
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
｡

(
45
)

章
畢
誠

『
文
史
通
義
』
詩
致
下
o
註

(
4
)
参
照
｡

(
46
)

司
馬
遷
は

『
史
記
』
太
史
公
自
序
に

｢侯

後
世
聖
人
君
子
｣
と
言
い
'
班
園
は

『
漢
書
』
叙
侍
上

(
答
賓
戯
戯
序
)
に

｢
専
篤
志
於
博
撃
､
以
著

述
為
業
｣
と
述
べ
て
お
り
'
自
分
が
著
述
し
た
作
品
に
よ

っ
て
評
債
を
求
め
る
著
述
家
の
姿
が
窺
え
る
｡

(
47
)

『
論
衡
』
自
紀
篇
は

｢
王
充
者
､
含
稽
上
虞
人
也
｡
字
仲
任
o
其
先
本
魂
郡
元
城

一
姓
孫
｣
と
侍
の
よ
う
に
始
ま
り
な
が
ら
､

｢
又
傷
備
蓄
俗
文

多
不
要
誠
､
放
鳥
論
衡
之
書
｡
天
資
聖
捜
而
大
義
分
､
瑳
路
殊
趨
､
各
自
開
門
､
通
人
観
覚
､
不
能
訂
詮
-
-
･論
衡
者
､
論
之
平
也
O
口
則
務
在
明

言
､
筆
則
務
在
露
文
｣
と

『
論
衡
』
の
執
筆
意
園
を
説
き
､
序
文
の
役
割
も
擦

っ
て
い
る
O

(
48
)

な
お
揚
雄
侍
の
表
現
が
陶
淵
明
の

｢
五
柳
先
生
侍
｣
に
多
-
影
響
を
輿
え
て
い
る
こ
と
が
'
川
合
康
三

『
中
国
の
自
侍
文
筆
』

(
l
九
九
六
㌧
創

文
社
､
中
囲
畢
嚢
叢
書
'
八
二
頁
～
八
九
頁
)
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
｡

(
49
)

段
玉
裁

『
礎
韻
棲
集
』
巻
五

(
書
漢
書
楊
雄
侍
後
)
に
見
え
る
｡
註

(
6
)
参
照
｡

(
50
)

鏡
大
師

『
廿
二
史
考
異
』

(
巻
八
㌧
揚
雄
侍

･
費
目
､
雄
之
自
序
云
爾
)
に
見
え
る
｡
註

(
24
)
参
照
｡

『
漢
書
』
揚
雄
侍
所
収

｢
揚
雄
自
序
｣
を
め
ぐ

っ
て


