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第
四
章 

「
詠
懐
」
と
「
言
志
」 

―
―
な
ぜ
阮
籍
詩
は
「
詠
懐
」
と
呼
ば
れ
た
か 

 

  

は
じ
め
に 

  

こ
れ
ま
で
阮
籍
の
詩
作
を
「
詠
懐
詩
」
と
呼
ん
で
き
た
。
な
ぜ
「
詠
懐
」
な
の
か
、
「
詠
懐
」
と

い
う
言
葉
に
つ
い
て
本
章
で
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。 

「
詠
懐
」
と
は
、
阮
籍
の
作
品
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
と
と
も
に
、
文
学
の
創
作
営
為
を
指
す
語
で

も
あ
る
。
南
宋
・
張
戒
の
『
歳
寒
堂
詩
話
』
巻
上
に
「
建
安
、
陶
、
阮
以
前
の
詩
、
専
ら
言
志
を
以

て
し
、
潘
、
陸
以
後
の
詩
、
専
ら
詠
物
を
以
て
す
」
と
あ
る
。
陶
淵
明
、
阮
籍
を
含
む
そ
れ
以
前
の

詩
作
を
「
言
志
」、
潘
岳
、
陸
機
を
含
む
そ
れ
以
降
の
詩
作
を
「
詠
物
」、
と
二
つ
に
分
け
る
。
更
に
、

「
言
志
」
と
「
詠
物
」
の
両
方
を
兼
ね
備
え
る
も
の
と
し
て
李
白
と
杜
甫
の
名
を
挙
げ
る
。
興
味
を

引
く
の
は
、
阮
籍
の
詩
作
を
「
言
志
」
と
い
う
言
葉
で
捉
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
言
志
」
の
作

品
と
し
て
こ
こ
で
意
識
さ
れ
た
の
は
、
阮
籍
の
「
詠
懐
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
一
連
の
詩
作
に
他
な
る

ま
い
。 

阮
籍
詩
群
は
、
難
解
で
晦
渋
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
異
色
の
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
か
、
歴

代
の
注
釈
者
、
読
者
た
ち
は
、
作
品
の
奥
に
隠
さ
れ
た
意
味
を
探
る
こ
と
に
専
ら
関
心
を
置
き
、
タ

イ
ト
ル
で
あ
る
「
詠
懐
」
に
つ
い
て
の
議
論
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
往
々
に
し
て
「
詠
懐
」
と
い

う
詩
題
で
あ
り
な
が
ら
、
「
言
志
」
に
準
ず
る
も
の
、
あ
る
い
は
同
じ
も
の
と
し
て
見
な
さ
れ
て
き

た
。
早
く
に
『
芸
文
類
聚
』
で
は
、
阮
籍
の
作
品
を
「
言
志
」
の
部
に
収
め
る
（
巻
二
十
六
）。
宋

代
で
は
先
に
挙
げ
た
張
戒
の
『
歳
寒
堂
詩
話
』、
近
代
に
な
る
と
朱
自
清
は
、
阮
籍
詩
の
タ
イ
ト
ル

に
関
し
て
、「
詠
懐
」
で
は
な
く
「
言
志
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
差
し
支
え
な
い
と
ま
で
述
べ
る
一

。 

「
言
志
」
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、『
尚
書
』
舜
典
、『
詩
』
大
序
以
来
、
文
人
の
詩
観
に
大
き
な

影
響
を
与
え
た
語
で
あ
り
、
概
念
で
あ
る
。
一
方
の
「
詠
懐
」
は
文
字
が
示
す
と
お
り
胸
の
う
ち
の

「
懐お

も

」
い
を
外
に
「
詠
」
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
張
戒
の
よ
う
に
詩
作
の
営
為
を
「
表
出

（
言
志
）」
と
「
再
現
（
詠
物
）
」
と
に
大
き
く
分
け
て
考
え
る
と
き
、「
詠
懐
」
と
「
言
志
」
の
本

旨
は
「
表
出
」
と
い
う
点
に
お
い
て
重
な
る
。
た
だ
、
阮
籍
詩
は
「
言
志
」
と
結
び
つ
く
こ
と
な
く
、

「
詠
懐
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
呼
称
が
定
着
す
る
。 

両
者
が
結
び
つ
い
た
経
緯
を
め
ぐ
っ
て
は
、
藤
井
良
雄
氏
が
そ
の
論
考
の
中
で
既
に
言
及
し
て
い

る
二

。
氏
は
陳
伯
君
『
阮
籍
集
校
注
』
に
見
え
る
、「
詠
懐
」
と
い
う
名
称
は
昭
明
太
子
蕭
統
が
十
七
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首
を
『
文
選
』
に
採
録
し
た
と
き
に
加
え
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
指
摘
を
受
け
、
そ
れ
に
先
行
す

る
資
料
『
詩
品
』、
江
淹
「
雑
体
詩
三
十
首
」
を
挙
げ
、
江
淹
の
「
雑
体
詩
三
十
首
」
に
見
え
る
「
阮

步
兵
詠
懐
（
籍
）」
が
先
蹤
で
あ
り
、『
詩
品
』
は
江
淹
「
雑
体
詩
三
十
首
」
を
継
承
し
、
昭
明
『
文

選
』
は
更
に
そ
れ
を
踏
ま
え
て
い
る
と
す
る
。 

一
方
で
、『
芸
文
類
聚
』
に
始
ま
り
朱
自
清
に
至
る
ま
で
、
阮
籍
詩
を
め
ぐ
る
言
説
の
中
で
、「
言

志
」
と
い
う
言
葉
が
し
ば
し
ば
顔
を
覗
か
せ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
で
は
、
ど
う
し
て
当
時
、
既
に

熟
し
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
た
「
言
志
」
と
結
び
つ
く
の
で
は
な
く
、
新
た
な
「
詠
懐
」
と
い
う
言
葉

が
彼
の
作
品
の
タ
イ
ト
ル
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

こ
こ
で
は
、「
詠
懐
」
と
阮
籍
詩
が
結
び
つ
い
た
経
緯
を
い
ま
一
度
整
理
し
た
上
で
、「
詠
懐
」
と

名
づ
け
ら
れ
た
こ
と
の
意
味
、
言
い
換
え
れ
ば
、
他
の
言
葉
で
は
な
く
、
「
詠
懐
」
と
い
う
題
に
よ

っ
て
初
め
て
表
現
さ
れ
得
た
阮
籍
詩
の
特
質
を
探
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
あ
わ
せ
て
「
詠
懐
」
と

「
言
志
」
の
違
い
の
一
端
を
明
ら
か
に
で
き
れ
ば
と
考
え
る
。 

  一
、
阮
籍
詩
と
「
詠
懐
」 

  

「
詠
懐
」
は
、
阮
籍
詩
と
わ
か
ち
が
た
く
結
び
付
け
ら
れ
、
そ
の
文
学
の
あ
り
方
を
象
徴
し
て
き

た
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
、
阮
籍
自
身
が
自
ら
の
作
品
を
指
し
て
「
詠
懐
」
と
呼
ん
だ
わ
け
で
は
な

い
。
少
な
く
と
も
そ
れ
を
直
接
示
す
文
献
資
料
は
な
い
。
本
章
で
は
、
の
ち
に
「
詠
懐
」
詩
と
呼
ば

れ
る
こ
と
と
な
る
一
連
の
作
品
を
ひ
と
ま
ず
「
阮
籍
詩
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。 

阮
籍
に
関
す
る
早
い
段
階
の
記
録
は
、
例
え
ば
陳
寿(

二
三
三
～
二
九
七)

『
三
国
志
』、
孫
盛
（
生

卒
年
未
詳
・
西
晋
末
か
ら
東
晋
に
か
け
て
の
人
）『
魏
氏
春
秋
』、
袁
宏(

三
二
八
～
三
七
六)

「
七
賢

序
」
等
に
散
見
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、「
瑀
の
子
、
籍
、
才
藻
艶
逸
に
し
て
、
倜
儻
放
蕩
、
行
己
寡

欲
、
荘
周
を
以
て
模
則
と
為
す
三

」
「
籍 

曠
達
に
し
て
不
羈
、
礼
俗
に
拘
ら
ず
。
性
は
至
孝
、
喪
に

居
り
常
検
に
率
わ
ず
と
雖
も
、
而
し
て
毀
幾
ど
滅
性
に
至
る
四

」「
阮
公 

瓌
傑
の
量
、
俗
に
移
ら
ず
五

」

と
、
い
ず
れ
も
彼
の
規
則
に
と
ら
わ
れ
な
い
側
面
、
礼
教
に
拘
束
さ
れ
な
い
生
き
方
、
ま
た
は
超
俗

的
に
生
き
た
こ
と
へ
の
賞
賛
を
記
す
。
最
初
に
挙
げ
た
『
三
国
志
』
に
お
い
て
、「
才
藻
艶
逸
」
と

彼
の
文
才
に
つ
い
て
や
や
触
れ
る
が
、
そ
れ
も
彼
が
抜
き
ん
出
た
人
物
で
あ
る
こ
と
を
印
象
付
け
る

要
素
の
一
つ
と
し
て
着
目
し
た
側
面
が
強
い
。
阮
籍
の
生
前
及
び
死
後
間
も
な
い
頃
、
人
々
の
関
心

を
引
き
付
け
て
い
た
の
は
何
よ
り
も
ま
ず
異
彩
を
放
つ
そ
の
人
物
像
で
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。 

阮
籍
の
作
品
そ
の
も
の
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
彼
の
死
後
百
年
経
っ
た
の
ち
の
こ
と
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で
あ
る
。
ま
ず
、
顔
延
之(

三
八
四
～
四
五
六)

が
挙
げ
ら
れ
る
六

。
彼
は
の
ち
「
詠
懐
詩
」
と
呼
ば

れ
る
こ
と
と
な
る
阮
籍
の
一
連
の
作
品
に
注
を
施
す
。
と
り
わ
け
、「
阮
籍
は
晋
の
文
〔
司
馬
昭
〕

の
代
に
在
り
、
常
に
禍
患
を
慮
り
、
故
に
此
の
詠
を
発
す
る
の
み
」（『
文
選
』
巻
二
十
三
、
阮
籍
「
詠

懐
詩
十
七
首
」
の
李
善
注
に
引
く
顏
延
之
注
）
と
、
作
品
内
容
と
乱
世
と
い
う
そ
の
特
殊
な
成
立
背

景
と
を
関
連
付
け
た
一
文
は
、
後
世
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
難
解
と
し
て
知
ら
れ
る
阮
籍
詩
を
読

む
と
き
依
拠
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
き
た
七

。 

劉
義
慶(

四
〇
三
～
四
二
七)

の
『
世
説
新
語
』
に
阮
籍
に
纏
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
多
く
見
え
る
。

文
学
篇
に
、
彼
が
「
鄭
沖
の
為
に
晋
王
を
勧
む
る
の
牋
」
を
作
っ
た
際
の
逸
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。 

 

魏
朝 

晋
の
文
王
を
封
じ
て
公
と
為
し
、
礼
に
九
錫
を
備
う
。
文
王
固
く
讓
り
て
受
け
ず
。
公

卿
将
校 

当
に
府
に
詣
り
て
敦
喻
す
べ
し
。
司
空
鄭
沖 

馳
せ
て
信
を
遣
し
て
阮
籍
に
就
い
て

文
を
求
む
。
籍 

時
に
袁
孝
尼
の
家
に
在
り
、
宿
醉
し
て
扶
け
起
こ
さ
れ
、
札
に
書
し
て
之
を

為
り
、
点
定
す
る
所
な
し
。
乃
ち
写
し
て
使
に
付
す
。
時
人
以
て
神
筆
と
為
す
八

。 

 こ
こ
で
は
、
阮
籍
が
袁
孝
尼
（
準
）
の
家
に
い
て
、
酔
い
つ
ぶ
れ
た
と
こ
ろ
を
助
け
起
こ
さ
れ
、

即
興
で
書
き
上
げ
た
文
章
が
「
鄭
沖
の
為
に
晋
王
を
勧
む
る
の
牋
」
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
完
成

度
の
高
さ
ゆ
え
当
時
の
人
々
が
「
神
筆
」
と
称
し
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
の
ち
『
文
選
』（
巻

四
十
）
に
も
採
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
こ
の
文
章
が
推
敲
を
経
た
も
の
で
は
な
く
、
酩
酊
の
状
態
で
一

気
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
と
す
る
こ
の
逸
話
は
、
阮
籍
の
文
学
の
才
能
が
当
時
の
人
々
に
与
え
た
印
象

を
鮮
や
か
に
伝
え
る
も
の
で
あ
る
九

。 

時
代
が
下
る
に
つ
れ
、
彼
の
文
学
に
関
す
る
記
述
が
徐
々
に
増
え
る
。
こ
う
し
た
流
れ
の
中
に
あ

っ
て
、
六
臣
注
系
統
『
文
選
』
（
巻
二
十
三
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
題
下
注
）
の
五
臣
注
（
劉
良
）
が

引
く
臧
栄
緒(

四
一
四
～
四
八
八)

『
晋
書
』
に
お
い
て
、
阮
籍
詩
に
呼
称
が
付
さ
れ
る
。 

 

籍
は
文
を
属
る
に
初
め
よ
り
苦
思
せ
ず
、
率
爾
に
便
ち
作
る
。
五
言
陳
留
八
十
余
首
を
成
す
十

。 

 

こ
こ
に
見
え
る
「
陳
留
八
十
余
首
」
と
は
、
の
ち
「
詠
懐
詩
」
と
名
付
け
ら
れ
た
作
品
群
に
他
な

ら
な
い
。「
詠
懐
」
に
先
行
し
て
、
こ
こ
に
見
え
る
阮
籍
の
出
身
地
に
拠
っ
た
「
陳
留
」
と
い
う
二

文
字
は
、
文
献
上
に
お
い
て
初
め
て
確
認
さ
れ
る
阮
籍
詩
の
タ
イ
ト
ル
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。 

た
だ
、
上
記
の
引
用
部
分
の
臧
栄
緒
『
晋
書
』
に
は
異
同
が
見
ら
れ
る
。
『
文
選
』
巻
二
十
一
顔

延
之
「
五
君
詠
」
の
李
善
注
が
引
く
臧
栄
緒
『
晋
書
』
で
は
、
「
五
言
陳
留
八
十
余
首
」
を
「
五
言

詩
詠
懐
八
十
余
篇
」
に
作
る
十
一

。
臧
榮
緒
が
撰
し
た
『
晋
書
』
は
既
に
散
逸
し
て
お
り
、
遡
っ
て
確
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認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
同
じ
書
物
の
同
じ
箇
所
の
引
用
に
も
関
わ
ら
ず
、
齟
齬
が
生
じ
て
い

る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
両
者
の
う
ち
い
ず
れ
か
が
誤
っ
た
形
で
引
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
詠
懐
」
が
阮
籍
詩
の
題
と
し
て
浸
透
す
る
の
は
後
世
に
お
い
て
で
あ
る
。
も
と
も
と
「
陳
留
」
で

あ
っ
た
と
こ
ろ
を
、
の
ち
の
人
が
引
用
、
転
写
の
際
、
阮
籍
の
イ
メ
ー
ジ
に
合
わ
せ
て
「
詠
懐
」
に

書
き
改
め
た
こ
と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、「
詠
懐
」
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
を
後
世
の
人
が

「
陳
留
」
に
誤
る
と
は
考
え
に
く
い
。
臧
栄
緒
『
晋
書
』
の
も
と
の
文
字
は
「
陳
留
」
で
あ
っ
た
蓋

然
性
が
高
い
と
い
え
よ
う
。
こ
の
「
陳
留
」
が
阮
籍
詩
の
最
初
の
呼
称
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、「
詠

懐
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
阮
籍
自
身
が
つ
け
た
ど
こ
ろ
か
、
彼
の
死
後
二
百
年
を
経
て
な
お
定
着
し

て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

臧
栄
緒
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
活
躍
し
て
い
た
沈
約(

四
一
四
～
五
一
三)

は
、
顔
延
之
に
続
き
阮
籍

詩
に
注
を
つ
け
て
い
る
十
二

。『
文
選
』
巻
二
十
三
「
詠
懐
詩
十
七
首
」
其
十
二
の
結
句
「
豈
惜
終
憔

悴
」
に
対
す
る
彼
の
注
に
「
詠
懐
」
と
い
う
言
葉
を
直
接
用
い
て
い
な
い
も
の
の
、
そ
れ
に
通
ず
る

発
想
が
見
出
さ
れ
る
。 

 

蓋
し
応
に
憔
悴
す
べ
か
ら
ざ
る
に
由
り
て
憔
悴
を
致
す
。
君
子
其
の
道
を
失
え
ば
な
り
。
小
人

は
其
の
功
を
計
り
て
通
じ
、
君
子
は
其
の
常
を
道
と
す
る
も
塞
が
る
。
故
に
憔
悴
を
致
す
な
り
。

眺
望
に
因
り
て
懐
い
多
く
、
兼
ぬ
る
に
羈
旅 

匹
無
き
を
以
て
、
此
の
詠
を
発
す
十
三

。 

 

小
賢
し
い
「
小
人
」
が
世
に
幅
を
き
か
せ
、
堂
々
た
る
君
子
が
か
え
っ
て
行
き
詰
っ
て
し
ま
う
世

相
に
、
阮
籍
詩
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
憔
悴
」
の
原
因
を
求
め
る
。
続
け
て
、
遠
く
を
眺
め
や
れ
ば
、

「
懐お

も

」
い
が
次
か
ら
次
へ
と
湧
き
起
り
、
仲
間
の
い
な
い
孤
独
な
旅
路
に
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
詩
作

（「
詠 う

た

」）
が
生
ま
れ
た
の
だ
と
創
作
背
景
に
言
が
及
ぶ
。 

江
淹
（
四
四
四
～
五
〇
五
）
は
、
漢
代
か
ら
梁
に
至
る
ま
で
の
五
言
詩
か
ら
三
十
首
を
選
び
と
り
、

そ
れ
ら
に
倣
っ
た
「
雑
体
詩
三
十
首
」（
『
文
選
』
巻
三
十
一
）
を
作
る
（
四
七
九
年
以
前
の
作
）。

模
擬
す
る
も
と
と
な
っ
た
詩
作
の
特
徴

・

・

を
二
文
字
に
お
い
て
捉
え
、
そ
れ
を
詩
題
に
注
記
す
る
十
四

。

阮
籍
詩
に
「
詠
懐
」
と
付
し
た
「
阮
步
兵
詠
懐
（
籍
）」
は
、
文
献
上
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る
阮
籍

詩
と
「
詠
懐
」
と
い
う
語
を
結
び
つ
け
た
先
駆
で
あ
る
。
阮
籍
の
死
か
ら
二
百
年
以
上
経
っ
た
の
ち

の
こ
と
で
あ
る
。 

続
く
詩
を
品
評
し
た
鍾
嶸(

四
六
八
～
五
一
八)

の
『
詩
品
』（
五
一
八
年
ま
で
の
四
、
五
年
間
に

成
立
）
で
は
、
阮
籍
を
上
品
に
置
き
、
そ
の
詩
作
を
「
詠
懐
の
作
」
と
呼
ぶ
。 

 

其
の
源
は
小
雅
よ
り
出
づ
。
雕
虫
の
功
無
し
。
而
し
て
詠
懐
の
作
、
以
て
性
霊
を
陶
し
、
幽
思
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を
発
す
べ
し
。
言
は
耳
目
の
內
に
在
り
、
情
は
八
荒
の
表
に
寄
す
。
洋
洋
乎
と
し
て
風
雅
に
会

し
、
人
を
し
て
其
の
鄙
近
を
忘
れ
、
自
ら
遠
大
に
致
ら
し
む
、
頗
る
感
慨
の
詞
多
し
。
厥
の
旨

は
淵
放
し
て
、
帰
趣
求
め
難
し
。
顔
延
年
の
注
解
、
其
の
志
を
言
う
を
怯
る
十
五

。 

 

言
葉
に
推
敲
の
形
跡
が
な
く
自
然
で
あ
る
こ
と
、「
感
慨
の
詞
」
が
多
い
こ
と
、
深
遠
で
難
解
で

あ
る
こ
と
。
阮
籍
詩
の
特
質
を
分
析
し
た
上
で
、
顔
注
を
引
き
、
表
現
が
持
つ
現
実
と
の
緊
迫
感
を

示
唆
す
る
。
ま
た
、
直
ち
に
「
詠
懐
の
作
」
と
呼
ぶ
こ
と
か
ら
、
鍾
嶸
あ
る
い
は
そ
の
周
辺
に
お
い

て
「
詠
懐
」
が
阮
籍
の
作
品
群
を
示
す
語
と
し
て
浸
透
し
て
い
た
印
象
を
受
け
る
十
六

。 

「
雑
体
詩
三
十
首
」、『
詩
品
』
を
経
て
、
蕭
統(

五
〇
一
～
五
三
一)

が
編
ん
だ
と
さ
れ
る
ア
ン
ソ

ロ
ジ
ー
『
文
選
』
が
世
に
問
わ
れ
る
と
、「
詠
懐
」
は
阮
籍
詩
の
呼
称
と
し
て
定
着
し
、
以
後
継
承

さ
れ
て
い
く
。
『
文
選
』
に
設
け
ら
れ
た
「
詠
懐
」
と
い
う
部
は
、
阮
籍
「
詠
懐
」
十
七
首
、
謝
恵

連
「
秋
懐
」
一
首
、
欧
陽
堅
石
「
臨
終
詩
」
一
首
の
計
十
九
首
で
構
成
さ
れ
る
十
七

。
部
立
て
に
占
め

る
割
合
の
大
き
さ
の
み
な
ら
ず
、
部
の
名
称
も
阮
籍
詩
か
ら
と
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
収
録
を

想
定
し
て
立
て
ら
れ
た
部
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
仮
に
、
『
文
選
』
に
「
詠
懐
」
と
い
う
部
立
て
が

な
か
っ
た
の
な
ら
ば
、
阮
籍
詩
は
、
あ
る
い
は
「
雑
詩
」
の
部
に
収
め
入
れ
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な

い
十
八

。『
文
選
』
に
お
い
て
、「
詠
懐
」
と
い
う
部
を
設
け
た
こ
と
に
よ
り
、「
詠
懐
」
は
阮
籍
と
い

う
一
作
者
の
個
性
を
超
え
て
、
一
つ
の
文
学
の
ス
タ
イ
ル
と
し
て
確
立
す
る 
。『
文
選
』
が
一
つ
の

画
期
と
い
え
る
。 

阮
籍
詩
と
「
詠
懐
」、
両
者
が
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
た
の
か
、
周
辺
資
料
か
ら
そ
れ
を
浮
か
び

上
が
ら
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
上
記
の
三
つ
の
書
物
（
作
品
）、
す
な
わ
ち
「
雑
体
詩
三
十
首
」『
詩
品
』

『
文
選
』
が
手
が
か
り
と
な
ろ
う
。
特
筆
す
べ
き
は
、
三
つ
の
文
献
資
料
は
い
ず
れ
も
文
学
作
品
の

史
的
変
遷
を
見
す
え
、
そ
の
体
系
化
を
試
み
て
い
る
点
で
あ
る
。「
雑
体
詩
三
十
首
」
で
は
、
模
擬

の
対
象
を
選
び
取
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
題
に
付
さ
れ
た
注
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
異
な
る
ス
タ
イ

ル
の
作
品
を
抽
出
す
る
。
『
詩
品
』
で
は
、
百
二
十
三
の
文
人
を
一
度
に
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
を

上
中
下
の
ラ
ン
ク
に
分
け
る
。『
文
選
』
で
は
、
異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
、
ス
タ
イ
ル
の
作
品
を
整
理
分

類
す
る
。
こ
う
し
た
批
評
的
な
営
み
が
試
み
ら
れ
る
中
、
「
詠
懐
」
は
阮
籍
詩
と
結
び
つ
き
、
浸
透

し
て
い
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。 

作
り
手
と
受
け
手
、「
詠
懐
」
は
阮
籍
詩
が
流
通
す
る
過
程
で
、
後
者
が
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。

で
は
、
阮
籍
詩
が
持
つ
ど
の
よ
う
な
性
格
が
「
詠
懐
」
と
結
び
つ
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
の
節
に
お

い
て
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。 
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二
、
阮
籍
詩
の
特
質 

  

こ
れ
ま
で
阮
籍
詩
は
多
方
面
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
一
方
で
、
緊
迫
し
た
時
代
に
身
を
置
き
、

生
命
へ
の
慮
惧
か
ら
一
連
の
作
品
が
詠
ま
れ
た
と
す
る
先
に
見
た
顔
延
之
の
「
阮
籍
は
晋
の
文
の
代

に
在
り
、
常
に
禍
患
を
慮
り
、
故
に
此
の
詠
を
発
す
る
の
み
」
と
い
う
注
は
、
後
世
に
お
け
る
阮
籍

詩
の
読
者
た
ち
に
影
響
を
与
え
て
き
た
。
し
ば
し
ば
社
会
と
個
の
対
立
、
あ
る
い
は
不
本
意
な
社
会

と
そ
こ
に
身
を
置
く
疎
外
感
、
嫌
悪
感
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
作
品
が
受
容
さ
れ
た
所
以
で
あ
る

（
六
朝
に
お
け
る
受
容
は
、
次
の
第
五
章
に
お
い
て
詳
し
く
取
り
上
げ
る
）
。 

内
容
面
に
関
し
て
は
、『
詩
品
』
で
は
「
頗
る
感
慨
の
詞
多
し
」、『
文
心
雕
龍
』
才
略
篇
で
は
「
阮

籍
気
を
使
い
て
以
て
詩
を
命
ず
」
と
評
す
十
九

。
い
ず
れ
も
「
感
慨
」「
気
」
と
い
っ
た
内
面
の
目
に

見
え
な
い
も
の
が
作
品
に
多
く
表
出
し
て
い
る
こ
と
を
特
徴
と
し
て
挙
げ
る
。
そ
れ
と
関
連
す
る
語

句
を
阮
籍
詩
か
ら
抜
き
出
し
て
み
る
と
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
る
。 

 

憂
思
（1）
結
中
腸
、
離
傷
（2）
忉
怛
（7）
心
悲
（8）
悽
愴
（9）
感
慨
、
辛
酸
、
怨
毒
、
咨
嗟
（13）
殷
憂
、

心
悲
（14）
噭
噭
（15）
哀
傷
（16）
歎
息
（18）
感
傷
（19）
嗟
嗟
（20）
殷
憂
、
怵
惕
（24）
咨
嗟
（25）
殷
憂
（28）
悽
愴
（29）

懷
湯
火
、
心
焦
（33）
哀
楚
、
悽
愴
、
酸
辛
（34）
哀
傷
、
辛
酸
（37）
嗟
哉
、
哀
哉
（40）
躊
躇
（41）
樂
極
、

哀
深
（45）
憂
戚
（47）
惆
悵
、
垂
涕
（49）
哀
情
（52）
驕
腸
（53）
憤
懣
、
煩
心
（54）
惻
愴
、
悅
懌
（55）
欷
歔
、
憤

懣
（59）
長
歎
（60）
哀
情
、
悔
恨
（61）
多
慮
、
寂
寞
、
心
憂
（63）
鬱
然
（64）
酸
辛
（65）
涕
下
（66）
怨
毒
、
咄
咄

（69）
慷
慨
（71）
志
惑
、
心
憂
、
反
側
、
相
讎
（72）
咄
嗟
（74）
咄
嗟
、
苦
憂
、
讐
怨
（77）
慷
慨
、
咨
嗟
、

愁
苦
（78）
愴
恨
、
心
傷
（79）
慷
慨
（80）
咨
嗟
（82） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ ）
内
の
作
品
番
号
は
『
阮
籍
集
校
注
』
に
基
づ
く 

 

全
篇
に
わ
た
っ
て
、
他
者
と
の
軋
轢
、
孤
独
、
喜
怒
哀
楽
と
い
っ
た
内
面
の
感
情
、
感
慨
が
吐
露

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
ら
れ
よ
う
。
表
現
そ
の
も
の
の
豊
か
さ
に
も
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
だ
け
多
く
の
感
情
を
吐
露
し
な
が
ら
も
、
作
品
中
に
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
示
さ

れ
な
い
。 

社
会
と
の
関
係
が
明
示
さ
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
作
品
内
容
と
そ
の
成
立
背
景
が
あ
る
程
度
リ
ン

ク
し
て
い
る
こ
と
を
建
安
詩
の
特
徴
で
あ
る
と
す
れ
ば
二
十

、
阮
籍
詩
に
表
現
さ
れ
た
世
界
は
そ
う
し

た
関
係
性
を
隠
蔽
す
る
方
向
に
傾
く
。
当
時
の
時
代
状
況
を
意
識
さ
せ
な
が
ら
も
、
何
一
つ
と
し
て

現
実
社
会
と
の
関
係
を
結
べ
な
い
曖
昧
さ
、
そ
れ
こ
そ
が
阮
籍
詩
の
難
解
さ
な
の
で
あ
る
。
受
け
手

は
そ
こ
に
作
り
手
の
「
感
慨
」「
気
」
を
感
ず
る
も
の
の
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
イ
メ
ー
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ジ
は
喚
起
さ
れ
る
も
の
の
、
具
体
性
を
伴
わ
な
い
文
脈
の
中
で
表
出
さ
れ
た
抽
象
的
な
感
情
に
踏
み

込
む
の
は
難
し
い
。
阮
籍
詩
に
見
ら
れ
る
内
面
の
吐
露
は
、
他
者
に
わ
か
り
や
く
伝
え
る
こ
と
を
第

一
義
と
し
な
い
特
徴
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

先
に
見
た
よ
う
に
、
沈
約
は
「
兼
ぬ
る
に
羈
旅 

匹
無
き
を
以
て
、
此
の
詠
を
発
す
」
と
作
品
の

創
作
背
景
を
想
像
し
た
。
沈
約
も
ま
た
右
の
よ
う
な
阮
籍
詩
の
特
殊
性
を
感
じ
取
っ
て
い
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
阮
籍
詩
を
他
者
と
の
関
わ
り
が
持
て
な
い
環
境
の
中
で
詠
出
さ
れ
た
「
詠 う

た

」
で
あ
る
と

捉
え
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
そ
の
感
情
の
表
出
を
共
感
し
て
く
れ
る
他
者
を
意
識
す
る
前
の
、
思
い
を

吐
き
出
す
こ
と
そ
れ
自
体
が
作
品
を
詠
む
行
為
に
繋
が
っ
て
い
る
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
。 

「
懐
」
い
を
「
詠
」
う
、
と
名
付
け
ら
れ
た
よ
う
に
、
内
面
に
あ
る
感
情
を
外
に
詠
出
し
た
こ
と

が
阮
籍
詩
の
特
徴
と
し
て
人
々
に
鮮
や
か
な
印
象
を
残
し
た
。
し
か
し
、
読
者
た
ち
は
作
品
に
込
め

ら
れ
た
深
刻
な
思
い
を
感
じ
な
が
ら
も
、
「
厥
の
旨 
淵
放
に
し
て
、
帰
趣 

求
め
難
し
」
と
『
詩
品
』

に
も
評
さ
れ
た
よ
う
に
、
同
時
に
吐
露
の
性
質
の
特
殊
性
に
も
気
づ
い
て
い
た
。
阮
籍
詩
に
見
ら
れ

る
内
面
の
表
出
は
、
そ
の
行
為
の
先
に
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
他
者
に
伝
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
な
い
、

あ
る
い
は
第
一
義
と
し
な
い
、
言
い
換
え
れ
ば
表
出
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る
表
出
と
し
て

受
け
止
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

内
面
の
表
出
と
い
う
点
か
ら
い
え
ば
、
当
時
既
に
熟
し
て
い
た
「
言
志
」
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
。

「
詠
懐
」
で
は
な
く
「
言
志
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
差
し
支
え
な
い
、
と
朱
自
清
が
述
べ
た
よ
う

に
、
「
言
志
」
で
も
っ
て
阮
籍
詩
を
特
徴
づ
け
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
「
詠
懐
」
を

用
い
た
の
だ
ろ
う
か
二
十
一

。
次
の
節
に
お
い
て
、「
詠
懐
」
側
か
ら
こ
の
こ
と
を
見
て
い
く
。 

  

三
、「
詠
懐
」
と
い
う
言
葉 

  

「
詠
懐
」
と
い
う
言
葉
に
関
し
て
は
、
李
善
単
注
本
に
は
見
え
な
い
も
の
の
六
臣
注
・
六
家
注
『
文

選
』
と
も
に
巻
二
十
三 

阮
籍
「
詠
懐
詩
十
七
首
」
の
題
下
注
に
李
善
の
言
葉
と
し
て
引
か
れ
た
次

の
一
節
の
中
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。 

 

詠
懐
と
は
、
人
の
情
懐
を
謂
う
。
籍
、
魏
末
晋
の
文
の
代
に
於
い
て
、
常
に
禍
患
の
己
に
及
ぶ

を
慮
る
、
故
に
此
の
詩
有
り
。
多
く
は
時
人
の
故
旧
の
情
無
く
、
勢
利
を
逐
う
の
み
な
る
を
刺

る
。
其
の
体
趣
を
観
る
に
実
に
幽
深
と
謂
え
り
。
夫
の
作
者
に
非
ら
ざ
れ
ば
之
を
探
測
す
る
こ
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と
能
わ
ず
二
十
二

。 

 
こ
こ
で
は
「
人
の
情
懐
を
謂
う
」
と
、
す
な
わ
ち
内
面
の
感
情
世
界
を
詠
う
こ
と
で
あ
る
と
語
義

を
明
示
す
る
。
合
わ
せ
て
、
阮
籍
詩
を
生
ん
だ
特
殊
な
時
代
背
景
、
及
び
作
者
本
人
で
な
け
れ
ば
推

し
量
る
こ
と
の
で
き
な
い
表
現
の
難
解
さ
を
指
摘
す
る
。 

創
作
理
論
を
集
塊
し
た
空
海
『
文
鏡
秘
府
論
』
南
巻
に
も
「
詠
懐
と
は
、
其
の
懐
抱
の
事
を
詠
じ

興
と
為
す
こ
と
有
る
、
是
な
り
」
と
見
え
、
「
懐
」
を
「
懐
抱
の
事
」
と
解
し
、
そ
れ
が
「
興
」
を

通
し
て
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
二
十
三

。
「
詠
懐
」
の
意
味
を
取
り
上
げ
た
比
較
的
早
い

文
献
で
あ
る
。 

現
代
で
は
、
大
上
正
美
氏
は
そ
の
著
作
『
中
国
古
典
詩
聚
花
・
思
索
と
詠
懐
』
に
お
い
て
、
こ
の

『
文
鏡
秘
府
論
』
を
引
い
た
上
で
、
阮
籍
詩
と
結
び
付
け
て
以
下
の
よ
う
に
分
析
す
る
。「
一
事
を

歌
う
の
で
は
な
く
、
自
己
の
心
を
見
据
え
、
そ
の
胸
底
を
よ
り
直
接
的
に
歌
い
上
げ
、
自
己
を
よ
り

根
源
的
に
よ
り
全
体
的
に
表
現
し
た
二
十
四

」
行
為
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
安
藤
信
広
氏
は
『
庾
信

と
六
朝
文
学
』
の
中
で
「「
詠
懐
」
と
い
う
行
為
」
の
一
節
を
設
け
、「
詠
懐
と
は
自
己
の
感
慨
の
表

層
を
一
部
の
表
現
で
は
な
く
、
そ
の
見
え
ざ
る
本
質
ま
た
は
、
全
体
の
表
現
で
あ
ろ
う
と
す
る
文
学

的
行
為
と
考
え
ら
れ
る
二
十
五

」
と
述
べ
る
。 

こ
れ
ら
の
多
く
は
、
阮
籍
詩
ま
た
は
「
詠
懐
」
と
名
付
け
ら
れ
た
作
品
を
い
っ
た
ん
受
け
止
め
、

そ
れ
へ
の
読
み
を
通
し
て
帰
納
的
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
理
解
で
あ
る
傾
向
が
指
摘
で
き
る
。
加
え
て
、

李
善
注
や
空
海
『
文
鏡
秘
府
論
』
を
始
め
、
上
記
に
挙
げ
た
い
ず
れ
も
が
「
詠
懐
」
の
「
懐
」
に
よ

り
重
き
を
置
き
、
解
き
明
か
そ
う
と
す
る
こ
と
に
傾
斜
す
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
先
行
研
究
を

踏
ま
え
つ
つ
、
そ
れ
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
「
詠
懐
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。 

「
詠
懐
」
が
一
語
と
し
て
定
着
す
る
前
、
「
懐
」
を
さ
ら
け
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
作
品
が
生
ま
れ

る
と
い
う
意
識
は
、
既
に
い
く
つ
か
の
作
品
の
中
に
散
見
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
曹
叡
（
二
〇
六
～
二

三
六
）「
苦
寒
行
」（『
楽
府
詩
集
』
巻
三
十
三
）
で
は
、「
悠
悠
と
し
て
洛
都
よ
り
発
し
、
我
を
し
て 

東
行
に
征ゆ

か
し
む
」
と
詠
い
お
こ
し
、
都
か
ら
東
へ
従
軍
し
て
い
く
「
我
」
の
現
状
を
示
し
た
の
ち
、

そ
の
心
情
が
綿
々
と
吐
露
さ
れ
る
。
一
連
の
吐
露
は
「
詩
を
賦
し
て
以
て
懐
い
を
写 そ

そ

ぎ
、
軾
に
伏
し

て
涙 

纓
を
沾
す
」
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
。
こ
こ
で
は
、「
懐お

も

」
い
は
、「
写そ

そ

」
ぐ
と
い
う
行
為
を
通

し
て
表
出
さ
れ
る
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
、
な
お
か
つ
「
詩
を
賦
す
」
行
為
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い

る
二
十
六

。 

傅
咸
（
二
三
九
～
二
九
四
）
の
詩
作
「
何
劭 

王
済
に
贈
る
」
（『
文
選
』
巻
二
十
五
）
に
付
さ
れ

た
序
文
に
も
同
様
の
意
識
が
確
認
さ
れ
る
。 
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何
公
既
に
侍
中
に
登
り
、
武
子
俄
に
し
て
亦
た
作
こ
る
。
二
賢
相
得
て
甚
だ
歓
び
、
咸
も
亦
た

之
を
慶
ぶ
。
然
れ
ど
も
自
ら
の
闇
劣
を
恨
み
、
其
の
繾
綣
を
願
う
と
雖
も
、
之
に
従
う
に
由
末

し
。
歴
試
も
效
無
く
、
且
つ
家
艱
有
り
、
詩
を
賦
し
懐
い
を
申
べ
、
以
て
之
に
貽
る
と
爾
云
う

二
十
七

。 

 

「
何
公
（
何
劭
）」「
武
子
（
王
済
）」「
咸
（
傅
咸
）」
と
具
体
的
に
名
を
挙
げ
、
詩
の
制
作
背
景

が
示
さ
れ
る
。
三
人
は
血
縁
関
係
に
あ
る
。
何
劭
、
王
済
の
昇
進
及
び
栄
達
を
喜
び
、
自
ら
の
不
遇
、

親
の
不
幸
が
重
な
っ
た
現
状
を
ふ
り
返
り
、「
詩
を
賦
」
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
懐
」
い
を
「
申
」
べ
、

二
人
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
す
る
と
い
う
。
こ
の
と
き
、
「
懐
」
い
は
何
劭
、
王
済
と
い
う
具
体
的
な

対
象
を
持
ち
、
詩
の
創
作
は
両
者
に
向
け
る
「
懐
」
い
を
下
支
え
と
す
る
。 

こ
こ
に
挙
げ
た
「
苦
寒
行
」
あ
る
い
は
「
何
劭 

王
済
に
贈
る
」
序
文
に
見
え
る
「
写
懐
」
「
申

懐
」
は
、
の
ち
の
阮
籍
文
学
と
結
び
つ
い
た
「
詠
懐
」
と
同
じ
認
識
を
含
ん
で
い
よ
う
。 

「
苦
寒
行
」
「
何
劭 

王
済
に
贈
る
」
序
に
お
い
て
、
「
懐
」
は
作
品
創
作
と
結
び
つ
け
ら
れ
て

い
た
。
こ
れ
に
通
ず
る
よ
う
な
概
念
と
し
て
、
作
品
の
創
出
を
明
確
に
意
識
し
な
い
ま
で
も
、
内
に

抱
く
感
情
を
表
出
す
べ
き
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
も
っ
と
早
期
の
作
品
か
ら
見
出
さ
れ
る
。 

例
え
ば
「
離
騒
」
に
お
い
て
は
、
「
朕 わ

が
情
を
懐 い

だ

き
て
発
せ
ず
、
余 
焉
ん
ぞ
能
く
忍
び
て
此
と

終
古
せ
ん
二
十
八

」
と
、
溢
れ
ん
ば
か
り
の
感
情
を
「
懐か

か

」
え
な
が
ら
も
吐
露
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
、

わ
た
く
し
は
ど
う
し
て
こ
の
君
と
最
後
ま
で
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
、
と
詠
じ
る
。
膨
れ
上
が

っ
た
感
情
に
目
を
向
け
、
そ
れ
を
表
出
す
べ
き
も
の
と
し
て
強
く
意
識
す
る
。
宋
玉
「
神
女
賦
」（『
文

選
』
巻
一
九
）
で
は
、「

情
こ
こ
ろ

を
独
り
私
か
に
懐 か

か

え
、
誰
者
に
か
語
る
べ
き
。
惆
悵
し
て
涕
を
垂
れ
、

之
を
求
め
て

曙
あ
か
つ
き

に
至
る
二
十
九

」
と
神
女
に
対
す
る
恋
慕
を
詠
う
。
こ
こ
で
も
、
「
情
」
に
目
を
向

け
、
そ
れ
を
さ
ら
け
出
す
こ
と
が
志
向
さ
れ
る
。 

た
だ
注
目
し
た
い
の
は
、
「
神
女
賦
」
に
見
ら
れ
る
表
出
は
、
そ
の
対
象
が
い
て
初
め
て
完
成
す

る
も
の
と
し
て
詠
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
離
騒
」
に
お
け
る
表
出
「
神
女
賦
」
と
は
異
な
り
、

表
出
す
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
に
焦
点
を
当
て
ら
れ
て
い
る
。
前
者
は
「
語
」、
後
者
は
「
発
」
を
動

詞
と
し
て
用
い
る
。 

こ
の
よ
う
に
見
て
い
け
ば
、「
贈
何
劭
王
済
」
序
文
に
見
え
る
「
懐
い
を
申
べ
る
」
の
「
申
」
は
、

宋
玉
「
神
女
賦
」
と
同
じ
よ
う
に
対
象
が
伴
わ
れ
て
い
る
表
出
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
、
曹
叡
「
苦

寒
行
」
の
「
写そ

そ

」
ぐ
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
「
離
騒
」
の
「
発
」
と
同
じ
よ
う
に
、
表
出
そ
の
も

の
を
目
的
と
す
る
。 

内
面
の
表
出
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
抽
象
的
概
念
を
作
者
自
身
が
ど
こ
ま
で
把
握
し
て
い
た
の
か

議
論
の
余
地
は
あ
る
が
、
表
出
を
こ
の
二
つ
の
相
か
ら
捉
え
る
と
き
、
前
者
が
「
語
」
「
申
」
と
い
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う
他
者
の
存
在
を
意
識
さ
せ
る
動
詞
を
選
び
取
っ
て
い
た
点
を
鑑
み
れ
ば
、
そ
れ
を
感
覚
的
に
把
握

し
、
お
お
ま
か
に

・

・

・

・

・

使
い
分
け
て
い
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。 

さ
て
、「
詠
懐
」
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。 

『
尚
書
』
舜
典
に
、「
詩
は
志
を
言
い
、
歌
は
言
を
永
じ
、
声
は
永
に
依
り
、
律
は
声
に
和
す
三
十

」

と
あ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
「
永
」
は
「
詠
」
に
通
じ
、
言
葉
を
長
く
伸
ば
し
な
が
ら
発
す
る
行
為
で

あ
る
三
十
一

。
ま
た
、『
礼
記
』
檀
弓
下
に
、「
人
喜
べ
ば
則
ち
斯
に
陶
〔
感
情
が
膨
れ
上
が
る
こ
と
〕

す
、
陶
す
れ
ば
斯
に
詠
う
三
十
二

」
と
あ
る
。
鄭
玄
は
「
詠
、
嘔
な
り
」
と
注
を
施
す
。
一
定
の
リ
ズ

ム
を
つ
け
な
が
ら
声
を
伸
び
や
か
に
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
「
詠
（
永
）」
の
第
一
義
で
あ
ろ
う
。「
懐
」

と
は
言
う
ま
で
も
な
く
内
に
あ
る
感
情
、
思
い
を
指
す
三
十
三

。「
詠
」
と
「
懐
」
、
二
つ
の
文
字
を
改

め
て
繋
げ
て
み
る
と
、
内
面
の
「
懐
」
い
を
伸
び
や
か
な
声
に
し
て
外
に
さ
ら
け
出
す
こ
と
、
お
お

よ
そ
こ
の
よ
う
な
意
味
と
な
る
。 

表
出
の
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
「
離
騒
」
「
苦
寒
行
」
型
か
、
あ
る
い
は
「
神
女
賦
」
「
贈
何
劭
王

済
」
型
か
、
こ
の
二
つ
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
「
詠
懐
」
の
「
詠
」
は
い
ず
れ

に
傾
く
表
現
で
あ
ろ
う
か
。 

右
に
引
い
た
『
礼
記
』
檀
弓
篇
の
一
文
に
既
に
「
詠
」
を
め
ぐ
る
表
出
の
諸
相
が
映
し
出
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
人
喜
べ
ば
則
ち
斯
に
陶
す
、
陶
す
れ
ば
斯
に
詠
う
」
と
い
う
部
分
の
あ

と
に
、
「
詠
え
ば
す
な
わ
ち
斯
に
猶
〔
揺
と
同
じ
。
体
を
揺
れ
動
か
す
こ
と
〕
し
、
猶
す
れ
ば
斯
に

舞
い
、
舞
え
ば
斯
に
慍
〔
感
情
が
激
し
く
な
る
こ
と
〕
り
、
慍
れ
ば
斯
に
戚
〔
憂
い
が
生
じ
る
こ
と
〕

い
、
戚
え
ば
斯
に
歎
〔
嘆
息
す
る
こ
と
〕
き
、
歎
け
ば
斯
に
辟
〔
胸
打
つ
こ
と
〕
し
、
辟
す
れ
ば
斯

に
踊
〔
跳
躍
す
る
こ
と
〕
る
」
と
続
く
。「
喜
」
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
一
連
の
動
き
と
し
て
陶
、
詠
、

猶
、
舞
、
慍
、
戚
、
歎
、
辟
、
踊
を
挙
げ
る
。
「
礼
」
に
沿
っ
た
自
発
的
な
感
情
の
流
露
と
し
て
提

示
さ
れ
る
行
為
の
中
に
「
詠
」
が
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
中
国
の
詩
観
を
規
定
し
続
け
て
き
た
『
詩
』
大
序
に
お
い
て
も
、『
礼
記
』
で
言
及
さ
れ

た
「
詠
」
の
あ
り
方
が
引
き
継
が
れ
る
。「
情 

中
に
動
き
て
、
言
に
形
わ
る
。
之
を
言
う
て
足
ら
ず
、

故
に
之
を
嗟
嘆
す
。
之
を
嗟
嘆
し
て
足
ら
ず
、
故
に
之
を
永
歌
す
。
之
を
永
歌
し
て
足
ら
ず
、
手
の

之
を
舞
い
、
足
の
之
を
踏
む
を
知
ら
ず
」
と
あ
る
。「
情
」
は
、
こ
こ
で
は
言
、
嗟
嘆
、
永
歌
、
舞

踏
と
い
っ
た
行
為
を
通
し
て
表
出
さ
れ
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
「
永
」
も
舜

典
の
そ
れ
と
同
様
に
「
詠
」
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
胸
の
う
ち
に
膨
れ
上
が
っ
た
感
情
の
理
想
的

な
表
出
の
あ
り
方
と
し
て
「
詠
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
『
礼
記
』
、
『
詩
』
大
序
に
お
い
て
そ
れ

ぞ
れ
意
識
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
詠
」
は
、
表
出
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
完
結
さ
れ
る
行
為
と
な
っ
て
い

る
。 こ

う
し
た
「
詠
」
を
め
ぐ
る
意
識
は
後
世
に
お
い
て
踏
襲
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
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嵇
康
「
声
無
哀
楽
論
」（
『
全
三
国
文
』
巻
四
十
九
）
を
挙
げ
よ
う
。『
詩
』
大
序
を
踏
ま
え
、
論
が

展
開
さ
れ
る
。 

 
夫
れ
内
に
悲
痛
の
心
有
れ
ば
、
則
ち
激
切
哀
言
な
り
。
言 

比な
ら

べ
て
詩
と
成
り
、
声 

比
べ
て
音

と
成
る
。
雑
え
て
之
を
詠
ず
。（
中
略
）
情
性
を
吟
詠
し
て
以
て
其
の
上
を
諷
す
。
故
に
曰
く

亡
国
の
音
哀
し
み
て
以
て
思
う
な
り
三
十
四

。 

 

「
悲
痛
の
心
」
が
生
じ
る
と
「
言
」
に
現
れ
る
。「
言
」
が
「
詩
」
と
な
り
、「
声
」
が
「
音
」
と

な
る
。
両
方
が
融
合
さ
れ
、「
詠
」
が
完
成
す
る
と
い
う
。「
詠
」
を
め
ぐ
る
表
出
は
、
こ
こ
で
も
膨

れ
上
が
っ
た
感
情
を
吐
露
す
る
手
段
と
し
て
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。 

表
出
の
あ
り
方
を
二
つ
に
分
け
考
え
る
と
き
、「
詠
」
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
表
出
の
あ
り
方
が
、

第
二
節
に
お
い
て
確
認
し
た
阮
籍
詩
が
人
々
に
与
え
る
印
象
と
ち
ょ
う
ど
重
な
る
。
他
者
に
伝
え
る

こ
と
を
目
的
と
し
な
い
、
あ
る
い
は
第
一
義
と
し
な
い
阮
籍
詩
の
表
現
の
特
質
が
、「
詠
」
と
い
う

文
字
に
よ
っ
て
う
ま
く
喚
起
さ
れ
得
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 

阮
籍
の
詩
作
は
後
世
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
顔
延
之
「
五
君
詠
」（『
文
選
』
巻
二
十
一
）
の
中
に

お
い
て
「
託
諷
三
十
五

」
と
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
そ
の
社
会
的
機
能
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

後
か
ら
阮
籍
詩
に
付
さ
れ
た
こ
う
し
た
役
割
も
「
詠
」
と
い
う
文
字
に
託
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
先
に
挙
げ
た
『
毛
詩
』
大
序
の
続
き
に
「
治
世
の
音
、
安
く
し
て
以
て
楽
し
む
。
其
の
政
、

和
す
れ
ば
な
り
。
乱
世
の
音
、
怨
み
て
以
て
怒
る
。
其
の
政
、
乖
け
ば
な
り
。
亡
国
の
音
、
悲
し
み

て
以
て
思
う
。
其
の
民
、
困
し
め
ば
な
り
」
と
見
え
る
。
「
詠
」
を
と
お
し
て
表
出
さ
れ
た
音
、
言

葉
に
「
治
世
」「
乱
世
」「
亡
国
」
と
い
っ
た
社
会
、
政
治
の
あ
り
方
を
示
す
機
能
を
見
出
す
。
ま
た
、

先
に
引
く
嵇
康
「
声
無
哀
楽
論
」
に
お
い
て
も
、
同
様
に
「
詠
」
出
さ
れ
た
こ
と
ば
に
、「
其
の
上

を
諷
す
」
役
割
が
あ
る
こ
と
を
明
確
に
意
識
す
る
。 

な
ぜ
と
い
う
疑
問
が
意
味
を
な
さ
な
い
ほ
ど
、「
詠
懐
」
は
阮
籍
詩
の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
浸
透
し
、

受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
。
「
詠
懐
」
が
定
着
し
た
理
由
を
改
め
て
考
え
て
み
る
と
、「
詠
懐
」
の
と

り
わ
け
「
詠
」
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
表
出
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
作
品
の
有
す
る
個
性
を
上
手
く
表
現

し
得
て
い
る
こ
と
と
は
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。 

  お
わ
り
に 
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阮
籍
詩
と
「
詠
懐
」
を
結
び
つ
け
た
先
駆
と
し
て
江
淹
が
挙
げ
ら
れ
る
。
江
淹
は
、
『
詩
品
』
巻

中
に｢

文
通
は
詩
体
総
雑
に
し
て
、
摹
擬
に
善
し
」
と
評
さ
れ
る
。
実
際
、
江
淹
の
現
存
す
る
お
お

よ
そ
半
数
が
模
擬
の
作
で
あ
る
。
彼
が
も
っ
と
も
よ
く
模
擬
し
た
文
人
の
ひ
と
り
が
他
な
ら
ぬ
阮
籍

で
あ
る
。
阮
籍
の
文
学
に
よ
く
親
し
ん
で
い
た
彼
が
「
詠
懐
」
と
い
う
言
葉
こ
そ
が
相
応
し
い
と
考

え
、
模
擬
作
の
注
と
し
て
付
し
た
の
は
興
味
深
い
。
な
ぜ
他
の
言
葉
、
例
え
ば
「
言
志
」
で
は
な
く
、

「
詠
懐
」
で
も
っ
て
阮
籍
詩
を
特
徴
づ
け
た
の
だ
ろ
う
か
。 

同
じ
「
雑
体
詩
三
十
首
」
の
中
で
、
彼
は
嵇
康
に
擬
し
た
作
品
に
「
言
志
」
と
注
記
し
た
。「
詠

懐
」
と
「
言
志
」、「
表
出
」
と
い
う
点
に
お
い
て
概
念
が
重
な
る
二
つ
の
言
葉
で
は
あ
る
が
、
少
な

く
と
も
江
淹
が
「
雑
体
詩
三
十
首
」
を
作
る
に
際
し
て
、
二
つ
を
異
な
っ
た
詩
作
の
テ
ー
マ
と
し
て

認
識
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。「
言
志
」
と
捉
え
ら
れ
た
「
嵇
中
散
（
康
）
言
志
」
を
挙
げ
よ
う
。 

 

曰
余
不
師
訓 

 

曰こ
こ

に
余わ

れ 

師し

と
訓

お
し
え

あ
ら
ず 

潛
志
去
世
塵 

 

志
こ
こ
ろ
ざ
し

を
潜ひ

そ

め
て
世
塵

せ

じ

ん

を
去さ

ら
ん 

遠
想
出
宏
域 

 

遠と
お

く
想お

も

い
て
宏
域

こ
う
い
き

を
出い

で 

高
步
超
常
倫 

 

高た
か

く
歩あ

ゆ

み
て
常
倫

じ
ょ
う
り
ん

を
超こ

え
る 

（
中
略
） 

莊
生
悟
無
爲 

 

荘
生

そ
う
せ
い

〔
荘
子
〕 

無
為

む

い

を
悟さ

と

り 

老
氏
守
其
眞 

 

老
氏

ろ

う

し

〔
老
子
〕 

其そ

の
真し

ん

を
守ま

も

る 

天
下
皆
得
一 

 

天
下

て

ん

か 

皆み
な 

一い
つ

を
得え 

名
實
久
相
賓 

 

名
実

め
い
じ
つ 

久ひ
さ

し
く
相
賓

あ
い
ひ
ん

す 

咸
池
饗
爰
居 

 

咸
池

か

ん

ち

も
て
爰
居

え
ん
き
ょ

を
饗

き
ょ
う

し 

鍾
鼓
或
愁
辛 

 

鍾
鼓

し
ょ
う
こ 

或あ
る

い
は
愁
辛

し
ゅ
う
し
ん

す 

柳
惠
善
直
道 

 

柳
惠

り
ゅ
う
け
い 

直
道

ち
ょ
く
ど
う

を
善よ

く
し 

孫
登
庶
知
人 

 

孫
登

そ
ん
と
う 

人ひ
と

を
知し

る
に
庶ち

か

し 

寫
懷
良
未
遠 

 

懐お
も

い
を
写 う

つ

し
て
良

ま
こ
と

に
未い

ま

だ
遠と

お

か
ら
ず 

感
贈
以
書
紳 

 

感か
ん

じ
て
贈お

く

り
て
以も

っ

て
紳し

ん

に
書し

ょ

せ
ん 

 

俗
世
か
ら
遠
く
離
れ
、
超
俗
の
世
界
に
精
神
を
あ
そ
ば
せ
た
い
願
望
か
ら
詠
い
興
し
、
柳
下
恵
、

孫
登
の
出
処
進
退
を
称
え
た
上
で
、
作
品
を
作
っ
た
所
以
を
述
べ
て
詠
い
収
め
る
。
全
体
を
通
し
て

詠
わ
れ
た
の
は
、
超
俗
を
理
想
と
す
る
生
き
方
で
あ
る
。
柳
下
恵
の
よ
う
に
俗
世
に
身
を
置
き
、
社

会
と
対
立
し
な
が
ら
全
う
す
る
生
を
評
価
し
つ
つ
も
、
そ
こ
か
ら
遠
く
離
れ
る
こ
と
に
こ
こ
ろ
を
傾

け
る
。 
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こ
れ
と
関
連
し
て
、
江
淹
に
遅
れ
る
こ
と
数
十
年
、『
文
選
』
に
巻
十
四
か
ら
十
六
に
跨
り
「
志
」

の
部
が
設
け
ら
れ
る
。
こ
こ
に
賦
が
四
作
品
収
録
さ
れ
る
。
そ
の
目
録
及
び
題
下
注
（
李
善
）
で
あ

る
三
十
六

。 

 

 

一
、
班
固
「
幽
通
賦
」 

漢
書
に
曰
く
、
班
固 
幽
通
賦
を
作
り
て
以
て
命
を
致
し
志
を
遂
ぐ
。
賦
に
云
う
、
幽
人
の

髣
髴
た
る
を
覿み

る
。
然
る
に
幽
通
は
、
神
に
遇
う
を
謂
う
な
り
。 

 二
、
張
衡
「
思
玄
賦
」 

順
、
和
二
帝
の
時
、
国
政
は
稍
微
に
し
て
、
内
豎
に
専
恣
す
る
、
平
子 

政
事
を
言
わ
ん
と

欲
す
、
又
た
奄
豎
の
為
に
讒
蔽
さ
る
、
意 
志
を
得
ず
、
六
合
の
外
に
遊
ば
ん
と
欲
す
る
も
、

勢
と
し
て
既
に
能
わ
ず
、
義
と
し
て
も
又
た
可
な
ら
ず
。
但
だ
其
の
玄
遠
の
道
を
思
い
て
之

を
賦
し
、
以
て
其
の
志
を
申
ぶ
る
の
み
。 

 三
、
張
衡
「
帰
田
賦
」 

張
平
子 

帰
田
賦
は
、
張
衡
仕
え
て
志
を
得
ず
、
田
に
帰
ら
ん
と
欲
す
、
因
り
て
此
の
賦
を

作
る
。
凡
そ
在
り
て
は
朝
と
い
い
、
帰
田
と
曰
わ
ず
。 

 四
、
潘
岳
「
閑
居
賦
」 

閑
居
賦
は
、
此
れ
蓋
し
礼
篇
に
取
る
、
世
事
を
知
ら
ず
し
て
閑
静
居
坐
の
意
な
り
。 

 

 

「
幽
通
賦
」「
思
玄
賦
」「
帰
田
賦
」「
閑
居
賦
」
と
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
い
ず

れ
も
俗
世
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
主
旨
と
す
る
作
品
で
あ
る
。
題
下
注
に
は
、
世
俗
を
強
く
意
識
し
な

が
ら
も
、
そ
こ
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
賦
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
江
淹
の
作
品
に

窺
わ
れ
る
「
言
志
」
の
「
志
」
と
『
文
選
』
の
「
志
」
の
部
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
「
志
」
は
、
い
ず

れ
も
俗
世
の
あ
り
方
と
深
く
結
び
つ
き
つ
つ
、
隠
逸
へ
と
向
か
う
も
の
で
あ
る
点
に
お
い
て
共
通
す

る
。 多

様
に
展
開
す
る
作
品
を
体
系
化
す
る
に
際
し
、
と
り
わ
け
江
淹
が
生
き
、『
文
選
』
が
編
纂
さ

れ
た
斉
・
梁
、
す
な
わ
ち
阮
籍
詩
が
「
詠
懐
」
と
結
び
つ
き
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
定
着
し
た
時

期
に
お
い
て
、「
言
志
」
の
「
志
」
は
「
失
志
」
の
そ
れ
が
ま
ず
意
識
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
「
脱
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俗
の
志
」
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
と
き
の

「
志
」
は
よ
り
狭
義
な
も
の
と
い
え
よ
う
。 

そ
の
た
め
、
阮
籍
詩
は
「
言
志
」
の
枠
組
み
に
収
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、「
詠
懐
」

と
い
う
新
た
な
、
そ
し
て
よ
り
的
確
な
言
葉
に
よ
っ
て
阮
籍
の
詩
作
が
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

た
だ
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
本
章
に
お
い
て
は
「
詠
」
に
着
目
し
た
が
、
決
し
て
「
詠
」
と

い
う
文
字
が
持
つ
普
遍
的
な
意
義
を
考
察
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
阮

籍
の
文
学
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
「
詠
懐
」
に
関
心
を
置
い
た
も
の
で
あ
り
、「
詠
懐
」
と
い
う

枠
組
み
の
中
に
お
け
る
「
詠
」
に
目
を
向
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
そ
こ

か
ら
浮
か
び
上
が
る
表
出
の
諸
相
に
目
を
向
け
、
阮
籍
詩
の
受
容
の
あ
り
方
を
考
察
し
た
も
の
で
あ

る
。 

 

阮
籍
詩
は
何
よ
り
も
ま
ず
詠
み
手
の
胸
中
を
そ
の
ま
ま
写
し
取
っ
て
完
成
し
た
詩
作
と
し
て
後

世
に
お
い
て
受
け
止
め
ら
れ
た
。
受
容
の
過
程
に
お
い
て
そ
の
独
特
な
吐
露
の
あ
り
方
が
「
詠
懐
」

と
結
び
つ
き
、
一
つ
の
新
た
な
文
学
ス
タ
イ
ル
と
し
て
確
立
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。 

                                           

          

 

注 

一 

『
詩
言
志
辨
』「
詩
題
詠
懷
、
其
實
換
成
言
志
也
未
嘗
不
可
。
」 

二 

「
昭
明
『
文
選
』
に
お
け
る
「
詠
懐
」
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
福
岡
教
育
大
学
紀
要
第
四
二
号
、
一
九

九
三
年
） 

三 

（
原
文
）
「
瑀
子
籍
、
才
藻
艷
逸
、
而
倜
儻
放
蕩
、
行
己
寡
欲
、
以
莊
周
為
模
則
。
」 

四 

（
原
文
）
「
籍
曠
達
不
羈
、
不
拘
禮
俗
。
性
至
孝
、
居
喪
雖
不
率
常
檢
、
而
毀
幾
至
滅
性
。
」 

五 

（
原
文
）
「
阮
公
瓌
傑
之
量
。
不
移
于
俗
。」 

六 

顔
延
之
は
「
詠
懐
詩
」
の
注
釈
者
と
し
て
有
名
だ
が
、「
五
君
詠
」
と
い
う
作
品
を
も
作
っ
て
お
り
、

そ
の
中
で
、
阮
籍
に
つ
い
て
「
寓
辭
類
託
諷
」
と
詠
っ
て
、「
託
諷
」
と
い
う
二
文
字
に
お
い
て
彼
の
文

学
の
特
徴
を
捉
え
る
。 

七 

例
え
ば
、
鍾
嶸
『
詩
品
』、
何
谿
汶
『
竹
荘
詩
話
』
、
楊
慎
『
詩
話
補
遺
』
、
何
焯
『
義
門
読
書
記
』
、
陳

沆
『
詩
比
興
箋
』、
黃
侃
『
詠
懐
詩
補
注
』
な
ど
の
中
に
お
い
て
、
顔
延
之
の
注
へ
の
言
及
が
あ
る
。 

八 

（
原
文
）
「
魏
朝
封
晉
文
王
為
公
、
備
禮
九
錫
、
文
王
固
讓
不
受
。
公
卿
將
校
當
詣
府
敦
喻
。
司
空
鄭

沖
馳
遣
信
就
阮
籍
求
文
。
籍
時
在
袁
孝
尼
家
、
宿
醉
扶
起
、
書
札
為
之
、
無
所
點
定
、
乃
寫
付
使
。
時
人

以
為
神
筆
。」 

九 

ま
た
、『
世
説
新
語
』
に
は
、
阮
籍
の
詩
作
に
つ
い
て
直
接
言
及
し
て
い
な
い
も
の
の
、
豪
爽
篇
に
「
桓

玄
西
下
、
入
石
頭
、
外
白
司
馬
梁
王
奔
叛
、
玄
時
事
形
已
濟
、
在
平
乘
上
笳
鼓
竝
作
、
直
高
詠
云
、
簫
管

有
遺
音
、
梁
王
安
在
哉
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
引
用
さ
れ
た
「
簫
管
有
遺
音
、
梁
王
安
在
哉
」
二
句
は
、
阮
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籍
「
詠
懐
詩
」
其
三
一
に
見
え
る
句
で
あ
る
。 

十 
（
原
文
）
「
籍
屬
文
。
初
不
苦
思
、
率
爾
便
作
。
成
五
言
陳
留
八
十
餘
首
。
」 

十
一 

（
全
文
）
「
籍
拜
東
平
相
、
不
以
政
事
爲
務
、
沈
醉
多
日
。
善
屬
文
論
。
初
不
苦
思
、
率
爾
便
成
。

作
五
言
詩
詠
懷
八
十
餘
篇
、
爲
世
所
重
。
」 

十
二 

 

『
文
選
』
に
採
ら
れ
て
い
る
十
七
首
の
う
ち
十
首
に
合
計
十
七
条
の
注
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

今
場
正
美
氏
は
そ
の
論
稿
「
東
昏
侯
治
下
に
お
け
る
沈
約
と
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
注
に
つ
い
て
」（
『
学
林
』、

二
〇
〇
三
）
に
お
い
て
、
沈
約
注
は
沈
約
が
東
昏
侯
（
四
八
三
～
五
〇
一
在
位
）
に
仕
え
て
い
た
時
期
の

も
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
す
る
。
今
場
氏
の
説
に
従
う
な
ら
ば
、
沈
約
注
は
江
淹
「
雑
体
詩
三
十
首
」

よ
り
あ
と
に
成
立
し
た
こ
と
に
な
る
。 

十
三 

（
原
文
）「
蓋
由
不
應
憔
悴
而
致
憔
悴
、
君
子
失
其
道
也
。
小
人
計
其
功
而
通
、
君
子
道
其
常
而
塞
、

故
致
憔
悴
也
。
因
乎
眺
望
多
懷
、
兼
以
羈
旅
無
匹
而
發
此
詠
」 

十
四 

「
雑
体
詩
三
十
首
」
の
タ
イ
ト
ル
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。 

1 

古
離
別
2 
李
都
尉
（
陵
）「
從
軍
」
3 

班
婕
妤
「
詠
扇
」
4 
魏
文
帝
（
曹
丕
）「
遊
宴
」
5 

陳
思

王
（
曹
植
）「
贈
友
」
6 

劉
文
學
（
楨
）「
感
遇
」
7 

王
侍
中
（
粲
）「
懷
德
」
8 

嵇
中
散
（
康
）「
言

志
」
9 

阮
步
兵
（
籍
）「
詠
懷
」
10 

張
司
空
（
華
）「
離
情
」
11 
潘
黃
門
（
岳
）「
悼
亡
」
12 

陸
平

原
（
機
）
「
羈
宦
」
13 

左
記
室
（
思
）
「
詠
史
」
14 

張
黃
門
（
協
）「
苦
雨
」
15 

劉
太
尉
（
琨
）
「
傷

亂
」
16 

盧
中
郎
（
諶
）「
感
交
」
17 

郭
弘
農
（
璞
）「
遊
仙
」
18 

張
廷
尉
（
綽
）「
雜
述
」
19 

許
徵

君
（
詢
）「
自
序
」
20 

殷
東
陽
（
仲
文
）「
興
矚
」
21 

謝
僕
射
（
混
）「
遊
覽
」
22 

陶
徵
君
（
潛
）「
田

居
」
23 

謝
臨
川
（
靈
運
）「
遊
山
」
24 

顏
特
進
（
延
之
）「
侍
宴
」
25
謝
法
曹
（
惠
連
）「
贈
別
」
26 

王

徵
君
（
微
）「
養
疾
」
27 

袁
太
尉
（
淑
）「
從
駕
」
28 

謝
光
祿
（
莊
）「
郊
遊
」
29 

鮑
參
軍
（
昭
）「
戎

行
」
30 

休
上
人
「
別
怨
」 

「
詠
懐
」
を
阮
籍
詩
と
結
び
つ
け
た
の
は
江
淹
で
あ
る
が
、
「
詠
懐
」
を
そ
の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
と
い

う
よ
り
、
あ
く
ま
で
詩
作
の
特
質
を
捉
え
た
言
葉
と
し
て
意
識
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
江
淹
は
上

記
以
外
に
も
、
阮
籍
詩
を
模
擬
の
対
象
と
し
た
一
連
の
作
品
を
残
し
て
い
る
。「
効
阮
公
詩
（
十
五
首
）
」

が
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
。
阮
籍
詩
を
「
阮
公
詩
」
と
呼
ん
で
い
る
。
「
詠
懐
」
が
阮
籍
詩
の
タ
イ
ト
ル
と
し

て
浸
透
し
た
あ
と
に
作
ら
れ
た
庾
信(

五
一
三
～
五
八
一)

の
模
擬
作
は
、「
擬
詠
懐
詩
」
と
名
付
け
ら
れ
、

「
詠
懐
」
を
阮
籍
詩
群
の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
明
確
に
意
識
さ
れ
る
。 

十
五 

（
原
文
）
「
其
源
出
於
小
雅
。
無
雕
蟲
之
功
。
而
詠
懷
之
作
、
可
以
陶
性
靈
、
發
幽
思
。
言
在
耳
目

之
內
、
情
寄
八
荒
之
表
。
洋
洋
乎
會
於
風
、
雅
、
使
人
忘
其
鄙
近
、
自
致
遠
大
、
頗
多
感
慨
之
詞
。
厥
旨

淵
放
、
歸
趣
難
求
。
顏
延
年
注
解
、
怯
言
其
志
。
」 

十
六 

『
世
説
新
語
』
の
劉
孝
標
（
四
六
二
～
五
二
一
）
の
注
に
「
阮
籍
詠
懷
詩
」
と
の
言
葉
が
見
え
る
。

酈
道
元
『
水
経
注
』
（
？
～
五
二
七
）
に
も
「
阮
籍
詠
懐
詩
」
と
の
言
葉
が
あ
る
。 

十
七 

謝
恵
連
の
「
秋
懐
」
は
、
秋
の
夜
に
わ
き
お
こ
っ
た
人
生
の
感
慨
が
詠
う
。
欧
陽
堅
石
の
「
臨
終
詩
」

に
関
し
て
は
、
罪
に
問
わ
れ
、
死
ぬ
前
の
嘆
き
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
。
「
臨
終
」
と
い
う
題
か
ら
も
窺
わ

れ
る
よ
う
に
、
極
め
て
深
刻
な
内
容
と
い
え
る
。
い
ず
れ
も
、
人
の
生
と
死
に
向
き
合
い
発
さ
れ
た
言
葉
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で
あ
る
。 

十
八 
「
雑
詩
」
で
は
な
く
、
新
た
に
「
詠
懐
」
の
部
を
設
け
た
の
は
な
ぜ
か
。
一
つ
は
、
八
十
首
に
も
及

ぶ
連
作
で
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
膨
大
な
作
品
数
、
一
説
に
は
百
篇
以
上
あ
っ
た

と
い
わ
れ
る
応
璩 

(

一
九
〇
～
二
五
二)

「
百
一
詩
」
を
収
め
る
の
に
「
百
一
」
と
い
う
部
が
新
た
に
設

け
ら
れ
て
い
る
。
作
品
数
だ
け
で
な
く
、
顔
延
之
、
沈
約
が
注
を
つ
け
、
江
淹
が
そ
れ
へ
の
模
擬
を
試
み

た
よ
う
に
、
作
品
自
体
も
後
世
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
点
も
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
同
じ
部
に
謝
恵

連
の
「
秋
懐
」
、
欧
陽
堅
石
の
「
臨
終
詩
」
が
合
わ
せ
て
収
め
入
れ
ら
た
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、

一
つ
の
表
現
形
式
と
し
て
「
詠
懐
」
が
持
つ
普
遍
性
も
新
た
な
部
立
て
を
設
け
る
条
件
を
満
た
し
て
い
た

と
考
え
る
。 

十
九 

（
全
文
）「
嵇
康
師
心
以
遣
論
、
阮
籍
使
氣
以
命
詩
、
殊
聲
而
合
響
、
異
翮
而
同
飛
」。
阮
籍
の
「
気
」

に
對
し
て
、
嵇
康
は
「
心
」
で
あ
る
。 

二
十 

こ
の
こ
と
は
建
安
詩
人
の
詩
作
は
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
窺
わ
れ
る
（
タ
イ
ト
ル
は
詠
み
手
自
身
が

つ
け
た
か
ど
う
か
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
が
、
便
宜
上
タ
イ
ト
ル
の
み
を
挙
げ
る
）。
曹
丕
の
も
の

を
列
挙
し
よ
う
。 

「
黎
陽
作
詩
三
首
」「
於
譙
作
詩
」「
孟
津
詩
」「
芙
蓉
池
作
詩
」「
於
玄
武
陂
作
詩
」「
至
廣
陵
於
馬

上
作
詩
」「
雜
詩
二
首
」「
於
明
津
作
詩
」「
清
河
作
詩
」「
代
劉
勳
妻
王
氏
雜
詩
」「
黎
陽
作
詩
」「
寡

婦
詩
」「
令
詩
」「
夏
日
詩
」「
見
挽
船
士
兄
弟
辭
別
詩
」「
東
閣
詩
」 

具
体
的
な
地
名
、
人
名
な
ど
が
記
さ
れ
て
お
り
、
詩
作
の
制
作
背
景
、
制
作
意
図
が
明
示
さ
れ
る
。

曹
植
や
建
安
七
子
の
詩
作
も
同
様
で
あ
る
。 

二
十
一 

「
詠
懐
」
が
熟
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
ち
ょ
う
ど
阮
籍
詩
そ
う
称
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
斉
、
梁
の
間
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
以
前
に
作
ら
れ
た
文
献
に
「
詠
懐
」
と
い
う
言
葉
が
ほ
と
ん

ど
見
ら
れ
な
い
。
張
載
（
西
晋
の
人
）
や
支
遁
（
？
～
三
六
六
）
に
「
詠
懐
」
と
題
す
る
連
作
詩
が
残
っ

て
い
る
が
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
は
唐
代
に
成
書
し
た
『
広
弘
明
集
』
の
中
で
初
め
て
確
認
さ
れ
る
も
の
で
、

い
つ
、
ど
の
よ
う
に
「
詠
懐
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
の
か
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。 

二
十
二 

（
原
文
）「
詠
懐
者
、
謂
人
情
懐
。
籍
、
於
魏
末
晉
文
之
代
、
常
慮
禍
患
及
已
、
故
有
此
詩
。
多
刺

時
人
無
故
舊
之
情
、
逐
勢
利
而
已
。
觀
其
體
趣
實
謂
幽
深
。
非
夫
作
者
不
能
探
測
。
」 

二
十
三 

「
興
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、 

興
膳
宏
氏
は
『
弘
法
大
師
空
海
全
集
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
六
）

の
中
で
、「
隠
喩
」
と
解
す
。
安
藤
信
広
氏
は
『
庾
信
と
六
朝
文
学
』
（
創
文
社
、
二
〇
〇
八
）
の
中
で
、

「「
興
」
は
『
詩
経
』
以
来
の
表
現
理
念
だ
が
、
自
然
物
・
具
体
物
を
借
り
て
、
そ
こ
か
ら
連
想
さ
れ
る

人
事
や
内
面
を
表
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。 

二
十
四 

（
小
学
館
、
一
九
八
五
） 

二
十
五 

（
創
文
社
、
二
〇
〇
八
） 

二
十
六 

（
全
文
）「
悠
悠
發
洛
都
。
茾
我
征
東
行
。
征
行
彌
二
旬
。
屯
吹
龍
陂
城
。
顧
觀
故
壘
處
。
皇
祖
之

所
營
。
屋
室
若
平
昔
。
棟
宇
無
邪
傾
。
奈
何
我
皇
祖
。
潛
德
隱
聖
形
。
雖
沒
而
不
朽
。
書
貴
垂
伐
名
。
光

光
我
皇
祖
。
軒
耀
同
其
榮
。
遺
化
布
四
海
。
八
表
以
肅
清
。
雖
有
吴
蜀
寇
。
春
秋
足
耀
兵
。
徒
悲
我
皇
祖
。
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不
永
享
百
齡
。
賦
詩
以
寫
懷
。
伏
軾
涙
沾
纓
。
」 

二
十
七 
（
原
文
）「
何
公
既
登
侍
中
、
武
子
俄
而
亦
作
、
二
賢
相
得
甚
歡
、
咸
亦
慶
之
。
然
自
恨
闇
劣
、
雖

願
其
繾
綣
、
而
從
之
末
由
、
歷
試
無
效
、
且
有
家
艱
。
賦
詩
申
懷
、
以
貽
之
云
爾
。
」 

二
十
八 

（
原
文
）
「
懷
朕
情
而
不
發
兮
、
余
焉
能
忍
與
此
終
古
。
」 

二
十
九 

（
原
文
）
「
情
獨
私
懷
、
誰
者
可
語
。
惆
悵
垂
涕
、
求
之
至
曙
。
」 

三
十 

（
原
文
）「
夔
、
命
汝
典
樂
、
教
冑
子
。
直
而
溫
、
寬
而
栗
、
剛
而
無
虐
、
簡
而
無
傲
、
詩
言
志
、
歌

永
言
、
聲
依
永
、
律
和
聲
。
八
音
克
諧
、
無
相
奪
倫
、
神
人
以
和
。
」 

三
十
一 

 

鄭
玄
注
に
「
永
、
徐
音
。
詠
、
又
如
字
」
と
あ
る
。 

三
十
二 

（
原
文
）
「
禮
道
則
不
然
、
人
喜
則
斯
陶
、
陶
斯
詠
、
詠
斯
猶
、
猶
斯
舞
、
舞
斯
慍
、
慍
斯
戚
、
戚

斯
歎
、
歎
斯
辟
、
辟
斯
踊
矣
」 

三
十
三 

「
懐
」
は
、『
毛
萇
詩
傳
』
で
は
、「
懷
、
思
也
」
。『
説
文
解
字
』
で
は
、「
懷
、
念
思
也
」
。『
文
選
』

の
引
く
『
蒼
頡
篇
』
で
は
「
懷
、
抱
」
と
あ
る
。 

三
十
四 

（
原
文
）
「
夫
內
有
悲
痛
之
心
。
則
激
切
哀
言
。
言
比
成
詩
。
聲
比
成
音
。
雜
而
詠
之
。
（
中
略
）

吟
詠
情
性
。
以
諷
其
上
。
故
曰
亡
國
之
音
哀
以
思
也
。
」 

三
十
五 

「
阮
步
兵
」「
阮
公
雖
淪
跡
、
識
密
鑒
亦
洞
。
沈
醉
似
埋
照
、
寓
辭
類
託
諷
。
長
嘯
若
懷
人
、
越
禮

自
驚
眾
。
物
故
不
可
論
、
途
窮
能
無
慟
。
」「
寓
辭
類
託
諷
」
の
李
善
注
に
、
臧
栄
緒
『
晋
書
』
に
見
え

る
阮
籍
詩
に
言
及
し
た
部
分
を
引
き
、「
託
諷
」
で
意
識
さ
れ
た
の
は
「
詠
懐
詩
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。 

三
十
六 

（
原
文
） 

㈠ 

班
固
「
幽
通
賦
」 

漢
書
曰
、
班
固
作
幽
通
賦
以
致
命
遂
志
。
賦
云
、
覿
幽
人
之
髣
髴
。
然
幽
通
、
謂
與
神
遇
也
。 

㈡ 

張
衡
「
思
玄
賦
」 

順
、
和
二
帝
之
時
、
國
政
稍
微
、
專
恣
內
豎
、
平
子
欲
言
政
事
、
又
為
奄
豎
所
讒
蔽
、
意
不

得
志
、
欲
游
六
合
之
外
、
勢
既
不
能
、
義
又
不
可
。
但
思
其
玄
遠
之
道
而
賦
之
、
以
申
其
志

耳
。 

㈢ 

張
衡
「
歸
田
賦
」 

張
平
子
歸
田
賦
者
、
張
衡
仕
不
得
志
、
欲
歸
於
田
、
因
作
此
賦
。
凡
在
曰
朝
、
不
曰
歸
田
。 

㈣ 

潘
岳
「
閑
居
賦
」 

閑
居
賦
者
、
此
蓋
取
於
禮
篇
、
不
知
世
事
閑
靜
居
坐
之
意
也
。 


