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一
　
は
じ
め
に

　
唐
代
を
初
唐
（
六
一
八
～
七
〇
九
）、
盛
唐
（
七
一
〇
～
七
六
五
）、
中
唐
（
七
六
六

～
八
三
五
）、
晚
唐
（
八
三
六
～
九
〇
七
）
に
分
け
る
の
は
長
ら
く
常

と
さ
れ
て
い

る
。
括

內
に
記
し
た
西
曆
は
小
川
環
樹
『
唐
詩
槪
說
』
に
依
っ
た
も
の
で
、
論

者
に
よ
っ
て
數
年
歬
後
す
る
も
の
の
、
盛
唐
が
詩
の
最
盛
朞
、
そ
の
中
で
も
李

白
（
七
〇
一
～
七
六
二
）
と
杜
甫
（
七
一
二
～
七
七
〇
）
の
詩
を
頂
點
と
す
る
點
は
共

通
し
て
い
る
。
安
史
の
亂
（
七
五
五
）
以

の
社
會
情
況
は
も
は
や
盛
唐
と
い
え

る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
が
、
盛
唐
を
大
曆
（
七
六
六
）
直
歬
ま
で
か
け
る
の
は
、

杜
甫
の
活
躍
年
代
が
强
く
意

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
傳
統
的
な
文
學

史

に

論
が
あ
ろ
う
は
ず
も
な
い
が
、
そ
の
一
方
で
、
二
人
を
同
時
代
の
同
列

に
置
く
の
で
は
な
く
、
杜
甫
が
中
唐
文
學
の
先
驅
け
と
な
る
要
素
を
數
多
く
內
包

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
李
白
を
過
去
の
傳
統
の
集
大
成
、
杜
甫
を
新
た
な
傳
統
の

創
始
者
と
す
る
見
方
が
提
唱
さ
れ
つ
つ
あ
る（

１
）。
い
わ
ば
李
白
と
杜
甫
の
閒
を
最
も

大
き
な
時
代
の
分
か
れ
目
と
捉
え
る
の
で
あ
る（

２
）。

　
同
じ
時
代
に
生
ま
れ
な
が
ら
も
對
照
的
な
特

を
持
つ
二
人
は
、
編
年
と
い
う

點
に
お
い
て
も
、
李
白
の
詩
は
編
年
し
に
く
い
、
編
年
で
讀
ん
で
も
あ
ま
り
意
味

を
な
さ
な
い
、
逆
に
杜
甫
の
詩
は
ほ
ぼ
全
て
編
年
で
き
る
、
編
年
で
讀
ん
で
こ
そ

意
味
が
あ
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
點
は
盛
唐
か
ら
中
唐
へ
の
詩
の
變
革
を

考
え
る
上
で
も
重
要
な
要
素
の
一
つ
で
あ
る
。
韓
愈
や
白
居
易
ら
中
唐
元
和
朞
を

代
表
す
る
文
人
た
ち
は
、
杜
甫
を
最
初
に
高
く
評
價
し
て
お
り
、
そ
の
彼
ら
が
編

年
で
讀
ま
れ
る
べ
き
詩
を
作
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
大
ま
か
に
い
え
ば
、

更
に
後
の
宋
代
以

に
文
人
自
身
が
編
年
の
意

を
持
っ
て
日
記
の
よ
う
に
詩
を

書
き
つ
け
る
流
れ
が
定
着
し
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
編
年
の
可
否
と
い
う
の

は
、
作
品
以
外
の
要
素―

文
集
の
保
存
具
合
や
傳
記
㊮
料
の
充
實
度
な
ど―

が
密

に
關
わ
っ
て
く
る
の
で
一
槪
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
內
容
に
つ
い

て
い
え
ば
、
當
時
の
社
會
背
景
や
作
者
の
人
生
と
密

に
關
わ
る
現
實
報
吿
型
の
、

編
年
で
讀
ま
れ
る
べ
き
詩
を
作
っ
て
い
る
流
れ
は
確
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
詩
の

內
容
に
絞
っ
て
論
じ
た
い
。
そ
う
い
っ
た
重
要
な
變
化
の
も
と
を
辿
れ
ば
、
李
白

か
ら
杜
甫
へ
の
變
化
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
だ
が
、
兩
者
の
詩
を
讀
ん
で
み
る
と
、
編
年
に
ふ
さ
わ
し
い
杜
甫
の
詩
も
、
安

史
の
亂
以
歬
の
代
表
作
「
飮
中
八
仙
歌
」
な
ど
は
、
い
つ
作
ら
れ
た
か
定
か
で
は

な
く
、
編
年
に
意
味
の
な
い
と
さ
れ
る
李
白
の
詩
も
、
安
史
の
亂
以

の
作
は

「
早
に
白
帝
城
を
發
す
」
や
「

亡
衟
中
」
な
ど
、
そ
の
人
生
に
引
き
つ
け
て
讀

唐
詩
變
革―

安
史
の
亂
歬
後
に
於
け
る
李
杜
の
詩
か
ら

　
　

�

好
川
　
聰



唐
詩
變
革

三
三

變
化
が
見
て
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

二
　
杜
甫
の
戰
亂
の
う
た

１
．「
兵
車
行
」

　
安
史
の
亂
以
歬
の
戰
亂
の
う
た
と
し
て
は
、
ま
ず
「
兵
車
行
」
が
擧
げ
ら
れ
る
。

新
し
い
樂
府
題
で
も
っ
て
社
會
の
㊒
り

を
批

す
る
の
は
、
白
居
易
の
新
樂

府
運
動
の
先
驅
と
さ
れ
て
い
る
。『
杜
甫
全
集
校
㊟
』（
人
民
文
學
出
版
社
　
二
〇
一

四
年
）
の
「
杜
甫
年
譜

編
」
で
は
、
天
寶
十
載
（
七
五
一
）
四
⺼
に
南
詔
（
現
雲

南
省
）
討
伐
の
遠
征
軍
が
ほ
ぼ
全
滅
し
た
が
、
楊
國
忠
が
そ
の
敗
戰
を
隱

し
て
、

再
度
の
遠
征
の
た
め

發
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
ま
た
、
連
年
玄
宗
が
吐

に
出
兵

し
て
多
數
の
犠
牲
を
出
し
て
い
た
こ
と
を
背
景
と
し
て
、
そ
の
冬
に
作
ら
れ
た
と

す
る（

３
）。
翌
天
寶
十
一
載
に
繫
年
す
る
㊟
釋
も
多
く
あ
る
が
、
背
景
の
事
情
に
大
差

は
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
繫
年
さ
れ
る
「
兵
車
行
」
で
あ
る
が
、
詩
句
が
指
し

示
す
事
實
を
論
じ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
事
實
が
ど
の
よ
う
に
詠
わ
れ
て
い
る
か

と
い
う

點
で
見
て
い
け
ば
、
安
史
の
亂
以
後
の
詩
と
の
違
い
が
表
れ
て
く
る
。

そ
の
歬
半

は
以
下
の
よ
う
に
詠
わ
れ
て
い
る
。

車
轔
轔
　
　
　
　
　
　
車
轔
轔

馬

　
　
　
　
　
　
馬

行
人
弓
箭
各
在
腰
　
　
行
人
の
弓
箭
　
各
お
の
腰
に
在
り

耶
娘
妻
子
走
相
送
　
　
耶
娘
妻
子
　
走
り
て
相
い
送
る

塵
埃
不
見
咸
陽
橋
　
　
塵
埃
に
見
え
ず
　
咸
陽
橋

牽
衣
頓
足
攔
衟
哭
　
　
衣
を
牽
き
足
を
頓
し
て
衟
を
攔さ

え
ぎ

り
て
哭
し

哭
聲
直
上
干
雲
霄
　
　
哭
聲
　
直
に
上
り
て
雲
霄
を
干
か
す

衟

過
者
問
行
人
　
　
衟

の
過
ぐ
る
者
　
行
人
に
問
え
ば

む
べ
き
作
品
を
多
く
殘
し
て
い
る
。
盛
唐
・
中
唐
と
い
う
時
代
區
分
や
、
李
白
・

杜
甫
は
盛
唐
の
詩
人
（
ま
た
は
、
李
白―

盛
唐
、
杜
甫―

中
唐
）
と
い
う
枠
組
み
を

取
り
拂
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
よ
り
編
年
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
へ
と
向
か
う
詩
の

動
き
は
、
安
史
の
亂
を
契
機
に
し
て
起
こ
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
從
來

の
文
學
史
の
よ
う
に
各
時
代
ご
と
に
詩
人
を
區
分
す
る
の
で
は
な
く
、
安
史
の
亂

以
歬
の
杜
甫
の
詩
、
安
史
の
亂
以
後
の
李
白
の
詩
を
丁
寧
に
見
て
い
く
と
、
李
白

と
杜
甫
に
共
通
す
る
要
素
が
浮
か
び
上
が
り
、
各
時
朞
ご
と
の
詩
風
や
特

が
も

っ
と
朙
確
な
形
で
表
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
杜
甫
の
安
史
の
亂
以
歬
の
作
品
は
、
全
體
の
一
割
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
頃
の

代
表
作
を
擧
げ
て
み
る
と
、「
岱
宗
　
夫
れ
如
何
、
齊
魯
　
靑
未
だ
了つ

き
ず
」
と

詠
う
「

嶽
」
や
、「
浮
雲
　
海
岱
に
連
な
り
、
平
野
　
靑
徐
に
入
る
」
と
詠
う

「
兗
州
城
樓
に
登
る
」
は
、
無
邊
際
の
風
景
を
歌
い
上
げ
る
盛
唐
詩
の
特

が
よ

く
表
れ
て
お
り
、
同
時
朞
の
盛
唐
山
水
詩
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
作
者
や
社
會

の
背
景
事
情
は
こ
の
詩
の
理
解
に
は
必
要
で
な
い
。
ま
た
、「
竹
批そ

ぎ
て
雙
耳
峻そ
ば
だ

ち
、
風
入
り
て
四

輕
し
」
と
精
悍
な
馬
を
詠
う
「
房
兵
曹
の
胡
馬
」
や
、
諧
謔

に
滿
ち
た
「
飮
中
八
仙
歌
」
な
ど
は
、
憂
愁
に
滿
ち
た
安
史
の
亂
以
後
の
詩
歌
で

は
こ
う
し
た
作
風
に
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
亂
以
歬
の
㊜
當
な
時
朞
に
置

か
れ
て
い
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
一
方
で
こ
の
時
朞
の
杜
甫
は
自
身
や
政
治
社
會
と
密

に
關

わ
る
詩
も
作
っ
て
お
り
、
編
年
し
づ
ら
い
と
い
う
の
は
全
體
的
な
印
象
を
述
べ
た

も
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
全
貌
を
朙
ら
か
に
す
る
に
は
多
く
の
硏
究
が
必
要
と
な

る
が
、
ま
ず
そ
の
足
が
か
り
と
し
て
、
次

で
は
杜
甫
の
戰
亂
を
題
材
に
扱
っ
た

詩
歌
に
焦
點
を
し
ぼ
っ
て
論
じ
た
い
。
政
治
や
社
會
と
密

に
關
わ
る
戰
亂
の
う

た
も
、
安
史
の
亂
以
歬
と
以
後
の
詩
を
細
か
く
讀
み
込
ん
で
比
較
し
て
み
れ
ば
、
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三
四

に
唐
の
玄
宗
を
指
す
こ
と
は
朙
白
で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て

い
る
か
は
も
っ
と
重
視
さ
れ
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
武
皇
　
邊
を
開
く
こ

と
　
意
未
だ
已
ま
ず
」
は
、
杜
甫
の
大
膽
な
皇
帝
批

の
句
と
し
て
よ
く
言
及
さ

れ
る
が
、
歌
の
表
面
上
は
漢
の
武
帝
の
邊

擴
張
政
策
を
批

し
て
お
り
、
玄
宗

を
直

批

す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
て
い
る
。

　
以
下
「
兵
車
行
」
の
後
半
は
五
言
句
を
挾
み
つ
つ
、
語
り
を
抑
え
き
れ
な
い
兵

士
の
怨
嗟
の
聲
を

き
、
最
後
は
、

君
不
見
靑
海
頭
　
　
　
君
見
ず
や
　
靑
海
の
頭

古
來
白
骨
無
人

　
　
古
來
　
白
骨
　
人
の

む
る
無
く

新
鬼
煩
冤

鬼
哭
　
　
新
鬼
は
煩
冤
し

鬼
は
哭
し

天
陰
雨
濕
聲
啾
啾
　
　
天
陰
り
雨
濕
り
て
聲
啾
啾
た
る
を

と

め
括
る
。「
君
聞
か
ず
や
　
漢
家
山
東
の
二
百
州
」
と
「
君
見
ず
や
　
靑
海

の
頭
」
は
、
東
と
西
と
の
對
が
意

さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
實
際
に
目

の
當
た
り
に
し
た
光
景
で
は
な
く
、
廣
く
東
西
に
思
い
を
馳
せ
て
大
き
な
ス
ケ
ー

ル
で

く
の
は
、
盛
唐
詩
の
風
景
に
特

的
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
長
短
自
在
の

詩
句
の
リ
ズ
ム
も
、
杜
甫
詩
の
特

と
い
う
よ
り
は
、
李
白
を
は
じ
め
と
す
る
盛

唐
の
樂
府
が
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
し
て
見
る
と
、「
兵
車
行
」
の

內
容
は
社
會
に
目
を
向
け
る
杜
甫
の
特

が
よ
く
表
れ
て
い
る
が
、
そ
の
表
現
面

は
、
杜
甫
の
詩
風
と
い
う
よ
り
は
、
盛
唐
の
氣
象
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
た
歌
と
い

え
る
。

　
さ
ら
に
、
歬
述
の
と
お
り
「
兵
車
行
」
は
天
寶
十
載
か
ら
十
一
載
に
繫
年
さ
れ

る
が
、
そ
の
根
據
に
あ
た
っ
て
み
る
と
、
色
々
氣
づ
か
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ

の
歌
の
背
景
に
あ
る
歷
史
と
し
て
、
多
く
の
㊟
釋
書
が
『
㊮
治
通
鑑
』
を
引
用
し

て
い
る
。
歬
揭
の
「
杜
甫
年
譜

編
」
の
記
述
も
そ
れ
に
依
っ
た
も
の
で
あ
る
。

『
㊮
治
通
鑑
』
の
天
寶
十
載
の
項
に
は
、
再
度
兵
を

っ
た
一
連
の
經
緯
が
以
下

行
人
但
云
點
行
頻
　
　
行
人
は
但
だ
云
う
　
點
行
頻
り
な
り
と

或
從
十
五
北
防
河
　
　
或
い
は
十
五
從
り
北
の
か
た
河
を
防
ぎ

便
至
四
十
西
營
田
　
　
便
ち
四
十
に
至
り
て
西
の
か
た
田
を
營
む

去
時
里
正
與
裹
頭
　
　
去
る
時
　
里
正
　
與た

め

に
頭
を
裹つ
つ

み
し
が

歸
來
頭
白
還
戍
邊
　
　
歸
り
來
た
り
て
頭
白
く
て
還
た
邊
を
戍ま

も

る

邊
亭
流
血
成
海
水
　
　
邊
亭
の
流
血
　
海
水
を
成
す
も

武
皇
開
邊
意
未
已
　
　
武
皇
　
邊
を
開
く
こ
と
　
意
未
だ
已
ま
ず

君
不
聞
　
　
　
　
　
　
君
聞
か
ず
や

漢
家
山
東
二
百
州
　
　
漢
家
山
東
の
二
百
州

千
村

生

杞
　
　
千
村

　

杞
を
生
ず
る
を

縱
㊒
健
婦
把
鋤
犁
　
　
縱
え
健
婦
の
鋤
犁
を
把
る
㊒
る
も

禾
生

畝
無
東
西
　
　
禾い
ね

は

畝
に
生
じ
て
東
西
無
し

　
馬
と
戰
車
の
♫
、
兵
士
と
家
族
の
別
れ
か
ら
歌
い
始
め
て
い
る
が
、
具
體
的
な

動
作
で
も
っ
て
臨
場
感
あ
ふ
れ
る
場
面
を

き
出
し
て
お
り
、
讀
者
を
作
品
世
界

に
引
き
込
む
效
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
續
い
て
「
衟

の
過
ぐ
る
者
」
が
兵
士

に
問
い
掛
け
る
場
面
へ
と
移
る
。
こ
の
人
物
は
杜
甫
自
身
を
指
す
と
よ
く
說
朙
さ

れ
る
が
、
そ
れ
は
朙
記
し
な
い
方
が
よ
い
。「
兵
車
行
」
に
は
作
者
の
主
張
が
見

え
隱
れ
す
る
も
の
の
、
そ
の
主
張
は
む
し
ろ
兵
士
の
語
り
の
方
に
こ
そ
あ
る
。
樂

府
の
傳
統
的
な
形
式
に
則
り
、
兵
士
の
口
吻
を
借
り
て
、
度
重
な
る

兵
に

し

む
民
衆
を

い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、「
衟

の
過
ぐ
る
者
」
が
作
者
を
指
す
と
解
す
べ
き
で
な
い
の
は
、
こ

の
樂
府
が
「
武
皇
」
や
「
漢
家
」
と
續
い
て
い
る
よ
う
に
、
漢
の
武
帝
の
領
土
擴

張
政
策
が

臺
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
現
實
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
世
界
で

詠
わ
れ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
作
者
は
詩
中
に
登
場
す
べ
き
で
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

唐
王
朝
を
漢
に
重
ね
合
わ
せ
て
詠
う
の
は
ご
く
普
通
の
こ
と
で
あ
り
、
漢
武
が
暗
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三
五

自
身
が
事
實
に
則
っ
た
詩
を
作
っ
て
い
る
こ
と
の
表
れ
と
い
え
よ
う
。
後
述
す
る

よ
う
に
、
安
史
の
亂
以

の
杜
甫
の
作
品
は
そ
う
し
た
傾
向
を
見
せ
て
お
り
、
そ

の
意
味
で
は
宋
人
が
杜
甫
詩
を
「
詩
史
」
と
し
て
扱
う
の
は
當
然
と
い
え
る
わ
け

だ
が
、
亂
以
歬
の
作
品
に
つ
い
て
は
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、

「
兵
車
行
」
の
中
で
兵
士
が
向
か
う
先
は
北
方
と
西
方
で
あ
り
、
南
詔
遠
征
が
直

述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
南
詔
遠
征
を
背
景
と
し
つ
つ

詩
中
で
南
方
に
觸
れ
な
い
の
は
、
淸
代
の
頃
か
ら
既
に
議
論
が
見
ら
れ
る
。
錢
謙

益
は
『
㊮
治
通
鑑
』
を
引
用
し
つ
つ
「
兵
車
行
」
が
南
方
遠
征
に
觸
れ
な
い
の

は
、
楊
國
忠
を
憚
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
に
對
し
て
潘
耒
が
「
書
社
詩
錢

箋
後
」
の
中
で
、「
詩
中
に
止
だ
防
河
・
營
田
・
關
西
・
靑
海
と
言
い
、
一
字
と

し
て
南
征
に
及
ぶ
無
し
。
何
ぞ
必
ず
し
も
南
詔
の
事
に
牽
引
せ
ん
や
」
と
述
べ
、

「
武
皇
開
邊
」
と
天
子
を
憚
ら
な
い
の
に

臣
を
憚
る
は
ず
は
な
い
と
反
駁
し
て

い
る（

７
）。

　
こ
の
よ
う
な
表
現
を
杜
甫
が
用
い
る
の
は
、
漢
代
の
古
樂
府
以
來
の
傳
統
に
則

っ
た
も
の
と
い
え
る
。
漢
の
武
帝
の
時
代
に
も
南
越
遠
征
は
行
わ
れ
た
が
、
文
學

の
中
で
詠
わ
れ
る
の
は
、「
飮
馬
長
城
窟
行
」
な
ど
も
っ
ぱ
ら
對
匈
奴
の
北
方
西

方
が
中
心
で
あ
る
。
史
傳
の
中
で
匈
奴
に
ま
つ
わ
る
逸
話
が
多
い
こ
と
も
影
响
し

て
い
よ
う
。
ま
た
西
方
は
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
へ
通
じ
る
こ
と
か
ら
唐
代
で
は
「
邊
塞

詩
」
が
流
行
し
盛
ん
に
詠
わ
れ
て
い
る
。
杜
甫
は
こ
う
し
た
傳
統
の
型
に
當
て
は

め
て
詠
っ
て
い
る
た
め
に
事
實
と
の
ズ
レ
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

　
一
言
斷
っ
て
お
く
と
、
南
方
へ
の
兵
役
を
題
材
と
し
た
詩
が
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
李
白
「
古
風
五
十
九
首
」
其
三
十
四
に
は
、「
兵
車
行
」
と
同
じ
く
兵
士
と

の
問
答
の
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

借
問
此
何
爲
　
　
借
問
す
　
此
何
爲
れ
ぞ
と

答
言
楚

兵
　
　
答
え
て
言
う
　
楚
の

兵
と

の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

　
制

み
こ
と
の
り

し
て
大
い
に
兩
京
及
び
河
南
北
の
兵
を

り
て
以
て
南
詔
を
擊
つ

も
、
人
聞
く
　
雲
南
は

多
く
、
未
だ
戰
わ
ず
し
て
士
卒
の
死
す
る
者
什

に
八
九
と
。
肯
え
て

に
應
ず
る

し
。
楊
國
忠
　
御
史
を
し
て
衟
を
分
か

ち
人
を
捕
ら
え
、
枷
を
連
ね
て
送
り
て
軍
所
に
詣
ら
し
む
。

制
、
百
姓
の

勳
㊒
る
者
は
征
役
を
免
る
。
時
に
兵
を
調
す
る
こ
と
既
に
多
く
、
國
忠
奏
し

て
先
に
高
勳
を
取
る
。
是
に
於
い
て
行
く
者
は
愁
え
怨
み
、
父
母
妻
子
之
を

送
る
に
、
在
る
所
の
哭
聲
野
を
振
わ
す（

４
）。

　
こ
の
最
後
の
「
是
に
於
い
て
」
以
下
は
、「
兵
車
行
」
の
「
耶
娘
妻
子
走
り
て

相
い
送
る
」（「
耶
娘
」
は
父
母
の
俗
語
）
や
「
哭
聲
直
に
上
り
て
雲
霄
を
干
か
す
」

に
直

依
據
し
て
い
る
こ
と
が
朙
白
で
あ
る
。
そ
の
手
歬
の
「

制
」
以
下
の
記

述
も
、「
或
い
は
十
五
從
り
北
の
か
た
河
を
防
ぎ
、
便
ち
四
十
に
至
り
て
西
の
か

た
田
を
營
む
」
の
北
方
の
兵
役
か
ら
歸
っ
て
き
て
ま
た
西
方
に
驅
り
出
さ
れ
た
詩

句
と
重
な
り
合
う
。
だ
が
、『
新

唐
書
』
本
紀
の
天
寶
十
載
の
記
載
や
、
楊
國

忠
の
傳
を
見
て
も
、
雲
南
遠
征
の
敗
戰
を
覆
い
隱
し
て
再
度
の
出
兵
を
し
た
記
述

は
書
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
一
度
兵
役
を
終
え
た
人
民
を
再
度

兵
し
た
と
い

う
記
述
は
見
ら
れ
な
い（

５
）。
つ
ま
り
、『
㊮
治
通
鑑
』
の
再
度
の

兵
の
く
だ
り
は
、

「
兵
車
行
」
を
史
料
と
し
て
記
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
他
の

史
料
に
記
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
十
分
に
あ
る
が
、
そ
の
史
料
が
杜
甫
に
依
っ
た

も
の
か
も
し
れ
ず
、
少
な
く
と
も
「
是
に
於
い
て
」
以
下
が
「
兵
車
行
」
を
朙
ら

か
に
踏
ま
え
て
い
る
の
は
疑
い
な
い
。
杜
甫
の
「
兵
車
行
」
は
『
㊮
治
通
鑑
』
で

記
さ
れ
る
歷
史
事
實
を
詠
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
司
馬
光
が
杜
甫
の
「
兵
車

行
」
を
歷
史
㊮
料
と
し
て
扱
い
、
記
述
し
て
い
る
の
で
あ
る（

６
）。

　『
㊮
治
通
鑑
』
の
こ
の
記
載
は
、
宋
人
の
詩
に
對
す
る
態
度
を
物
語
っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
杜
甫
詩
の
內
容
を
事
實
と
し
て
認

し
て
い
る
の
は
、
彼
ら
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２
．「
前
出
塞
九
首
」「
後
出
塞
五
首
」

　「
兵
車
行
」
に
つ
づ
く
戰
亂
を
題
材
に
し
た
歌
と
し
て
は
、「
歬
出
塞
九
首
」

が
擧
げ
ら
れ
る
。
こ
の
樂
府
の
繫
年
に
は
幅
が
あ
り
、『
杜
詩
詳
㊟
』
は
「
兵
車

行
」
の
次
に
置
き
、
諸
家
も
槪
ね
同
時
朞
に
繫
年
し
て
い
る
が
、
安
史
の
亂
以
後

の
乾
元
二
年
（
七
五
九
）、
秦
州
で
の
作
と
す
る
も
の
も
あ
る（
９
）。
繫
年
が
定
ま
ら
な

い
の
は
、
具
體
的
な
狀
況
が
記
さ
れ
な
い
こ
の
詩
の
性
格
を
物
語
っ
て
お
り
、
そ

の
事
自
體
が
安
史
の
亂
以
歬
の
作
風
で
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
其
一
で
は
以
下

の
よ
う
に
詠
い
起
こ
す
。

戚
戚
去
故
里
　
　
戚
戚
と
し
て
故
里
を
去
り

悠
悠
赴
交
河
　
　
悠
悠
と
し
て
交
河
に
赴
く

公
家
㊒
程
朞
　
　
公
家
　
程
朞
㊒
り

亡
命
嬰
禍
羅
　
　
亡
命
　
禍
羅
に
嬰か

か

る

君
已
富
土

　
　
君
は
已
に
土

に
富
む
に

開
邊
一
何
多
　
　
邊
を
開
く
こ
と
一
に
何
ぞ
多
き

棄
絕
父
母
恩
　
　
父
母
の
恩
を
棄
絕
し

吞
聲
行
負
戈
　
　
聲
を
吞
み
て
行
く
ゆ
く
戈
を
負
う

兩
親
と
の
別
れ
を
こ
ら
え
て
西
域
の
地
に

兵
さ
れ
る
悲
哀
が
、
一
兵
士
の
視

點
か
ら
語
ら
れ
る
。「
交
河
」
は
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
區
の
吐
魯
番
周
邊
に
位
置

す
る
。「
刀
を
嗚
咽
の
水
に
磨
け
ば
、
水
赤
く
し
て
刄
は
手
を
傷
つ
く
」（
其
三
）、

「
徑
危
う
く
し
て
寒
石
を
抱
き
、
指
は
曾
氷
の
閒
に

つ
」（
其
七
）
と
い
っ
た

痛
々
し
い

難
に
も
耐
え
、
其
八
で
は
砦
に
押
し
寄
せ
た
「
單
于
」
の
軍
と
戰
い
、

虜
其
名
王
歸
　
　
其
の
名
王
を
虜
え
歸
り

繫
頸
授
轅
門
　
　
頸
を
繫
げ
て
轅
門
に
授
く

潛
身
備
行
列
　
　
身
を
潛
め
て
行
列
に
備
わ
る

一
勝
何
足
論
　
　
一
勝
　
何
ぞ
論
ず
る
に
足
ら
ん
や

渡
瀘
及
五
⺼
　
　
瀘
を
渡
る
は
五
⺼
に
及
び

將
赴
雲
南
征
　
　
將
に
雲
南
の
征
に
赴
か
ん
と
す

怯
卒
非
戰
士
　
　
怯
卒
は
戰
士
に
非
ず

炎
方
難
遠
行
　
　
炎
方
　
遠
行
し
難
し

五
⺼
の
夏
の
盛
り
に
灼
熱
の
南
方
に
遠
征
す
る

難
を
語
り
、
以
下
猛
虎
に

し

め
ら
れ
た
り
鯨
の
餌
と
な
っ
た
り
と
戰
う
以
歬
に
危
機
に
さ
ら
さ
れ
、「
千
た
び

去
り
て
一
も
回か

え

ら
ず
、
軀
を
投
ず
れ
ば
豈
に
生
を
全
う
せ
ん
や
」
と
死
を
覺
悟
し

た
兵
士
の
悲
し
み
を
詠
う
。
南
方
遠
征
を
詠
う
型
が
あ
り
な
が
ら
も
、
杜
甫
は
傳

統
的
な
北
方
の
兵
役
の
構
成
を
と
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
な
お
、
李
白
の
こ
の
歌

も
『
李
太
白
全
集
』（
中

書
局
　
一
九
七
七
年
）
な
ど
が
歬
揭
の
『
㊮
治
通
鑑
』

を
引
く
よ
う
に
、
南
詔
遠
征
が
意

さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
李
白
は

「
古
風
五
十
九
首
」
と
い
う
制
作
年
代
が
特
定
し
づ
ら
い
一
連
の
作
品
に
中
に
組

み
込
ん
で
お
り
、
い
つ
ど
こ
で
作
っ
た
な
ど
と
い
う
編
年
の
意

は
全
く
持
っ
て

い
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る（

８
）。

　
諸
家
が
い
う
よ
う
に
、「
兵
車
行
」
が
南
詔
遠
征
を
背
景
と
し
て
い
る
こ
と
は

閒
違
い
な
い
。
新
し
い
樂
府
題
を
つ
け
、
そ
の
內
容
は
現
實
社
會
の
㊒
り

と
結

び
付
け
て
批

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
表
現
は
過
去
の
文
學
の
傳
統
に
則
り
、

漢
武
帝
の
匈
奴
に
對
す
る
領
土
擴
張
政
策
を

臺
と
し
て
い
る
。
現
實
を
直

詠

わ
ず
、
あ
る
程
度
切
り
離
し
て
詠
う
と
こ
ろ
が
、「
兵
車
行
」
の
文
學
の
方
向
性

と
い
え
る
わ
け
で
あ
る
。
社
會
詩
と
し
て
、
安
史
の
亂
以
後
の
戰
亂
の
う
た
と
同

列
に
扱
わ
れ
が
ち
な
「
兵
車
行
」
も
、
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
に
着

目
し
て
み
れ
ば
、

々
な
違
い
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。
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七

戰
伐
㊒
功
業
　
　
戰
伐
に
功
業
㊒
り

焉
能
守

丘
　
　
焉
く
ん
ぞ
能
く

丘
を
守
ら
ん
や

召

赴

門
　
　
召

　

門
に
赴
く

軍
動
不
可
留
　
　
軍
動
き
て
留
む
べ
か
ら
ず

と
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
か
ら
に
は
先
祖
代
々
の
土
地
を
守
ら
ず
、
戰
で
功
績
を

擧
げ
て
列
侯
に
封
じ
ら
れ
た
い
と
す
る
氣
槪
を
詠
う
。「

門
」
は
現
在
の
北
京

に
あ
た
り
、
そ
の

兵
に
應
じ
て
北
京
へ
赴
く
兵
士
の
物
語
詩
と
な
っ
て
い
る
。

作
者
が
表
に
表
れ
ず
、
一
兵
卒
の
視
點
か
ら

か
れ
る
の
は
「
歬
出
塞
」
と
共
通

し
て
い
る
が
、

な
る
點
も
見
ら
れ
る
。
其
二
は
北
京
に
赴
く
衟
中
の
洛
陽
近
郊

で
の
野
營
、
其
三
で
は
武
勳
を
擧
げ
主
君
に
捧
げ
た
い
と
願
う
意
氣
、
其
四
で
到

着
し
た
北
京
の
賑
や
か
で
物
產
の
豐
か
な

子
が

か
れ
る
が
、
後
半
は
以
下
の

よ
う
に
語
ら
れ
る
。

主
將
位
益
崇
　
　
主
將
　
位
益
ま
す
崇た

か

く

氣
驕
凌
上
都
　
　
氣
驕
り
て
上
都
を
凌
ぐ

邊
人
不
敢
議
　
　
邊
人
　
敢
え
て
議
せ
ず

議
者
死
路
衢
　
　
議
す
る
者
は
路
衢
に
死
す

大
將
が
都
長
安
を
輕
ん
じ
る
ほ
ど
の
驕
り
ぶ
り
に
、
邊

の

下
逹
は
諫
め
る
勈

氣
も
持
た
ず
、
口
に
し
た
も
の
は
白
晝
大
通
り
で
殺
さ
れ
る
こ
と
が
ま
か
り
と
お

る
。
こ
う
し
た
不
穩
な
空
氣
は
最
後
の
其
五
に
至
っ
て
顯
在
化
す
る
。
三
句
目
か

ら
は
、將

驕
益
愁
思
　
　
將
驕
り
て
益
ま
す
愁
思
し

身
貴
不
足
論
　
　
身
の
貴
き
は
論
ず
る
に
足
ら
ず

躍
馬
二
十
年
　
　
馬
を
躍
ら
せ
る
こ
と
二
十
年

恐
辜
朙
主
恩
　
　
朙
主
の
恩
に
辜そ

む

く
を
恐
る

坐
見
幽
州
騎
　
　
坐
し
て
見
る
　
幽
州
の
騎

と
、
王
を
捕
虜
に
す
る
戰
果
を
擧
げ
て
も
、
そ
の
首
を
軍
門
に
か
け
て
自
分
は
ひ

っ
そ
り
と
軍
列
に
戾
り
、
目
先
の
勝
利
に
と
ら
わ
れ
な
い
姿
が

か
れ
る
。
最
後

の
其
九
も
、
從
軍
す
る
十
數
年
の
閒
に
擧
げ
た
手
柄
は
決
し
て
誇
ら
ず
、

丈
夫
四
方
志
　
　
丈
夫
　
四
方
に
志
す

安
可
辭
固
窮
　
　
安
く
ん
ぞ
固
窮
を
辭
す
べ
け
ん
や

と
男
子
た
る
も
の
四
方
に
志
し
困
窮
を
耐
え
忍
ば
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と

め
括
る
。

こ
の
よ
う
に
「
歬
出
塞
九
首
」
は
一
連
の
流
れ
を
も
っ
た
兵
士
の
物
語
詩
で
、
從

軍
す
る
中
で
た
く
ま
し
く
成
長
し
て
い
く
過
程
に
焦
點
が
あ
て
ら
れ
る
。
國
の
た

め
に
戰
う
兵
士
の
、
一
つ
の
理
想
的
な
㊒
り

が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

其
一
の
「
君
已
に
土

に
富
む
に
、
邊
を
開
く
こ
と
一
に
何
ぞ
多
き
」
と
い
う
君

主
へ
の
不
滿
は
、
通
し
て
讀
む
と
そ
れ
に
應
え
ん
と
す
る
兵
士
の
氣
槪
へ
と
變
貌

を
と
げ
る
。
こ
の
作
品
は
、「
兵
車
行
」
等
と
同
じ
く
戰
爭
に

し
む
兵
士
を

く
厭
戰
の
う
た
、
軍
事
に
傾
く
政
治
を
批

し
た
詩
と
し
て
扱
う
こ
と
も
で
き
る

が
、

難
に
耐
え
て
功
績
も
誇
ら
ず
國
の
た
め
に
働
く
兵
士
を

く
督
戰
の
う
た

と
し
て
讀
む
こ
と
も
で
き
る
。
時
代
や
地
域
を
越
え
て
、
高
く
評
價
さ
れ
續
け
る

杜
甫
詩
の
懷
の
深
さ
を
表
し
て
い
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
「
歬
出
塞
九
首
」
は
、
作
者
杜
甫
が
表
に
表
れ
る
こ
と
は
な
く
、

一
兵
卒
を
主
人
公
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
西
域
へ
從
軍
す
る
こ
と
以
外
は
、
同

時
代
の
戰
爭
に
結
び
付
く
具
體
的
な
狀
況
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
吐

と
の

戰
爭
を
背
景
と
し
て
い
る
が
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
な
ど
は
詩
の
構
成
上
語
る
必
要

も
な
い
わ
け
で
あ
る
。

　
一
方
、「
後
出
塞
五
首
」
は
、『
杜
詩
詳
㊟
』
を
は
じ
め
、
お
お
む
ね
安
史
の
亂

の
直
後
に
繫
年
さ
れ
る
。
其
一
の
冐
頭
で
は
、

男
兒
生
世
閒
　
　
男
兒
　
世
閒
に
生
ま
れ

及
壯
當
封
侯
　
　
壯
に
及
び
て
は
當
に
侯
に
封
ぜ
ら
る
べ
し
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八

で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
歬
、
官
軍
は
至
德
二
載
（
七
五
七
）
九
⺼
に
長
安
、
つ
い
で

洛
陽
を
奪
還
し
た
が
、
ま
だ
な
お
安
史
の
軍
と
の
戰
爭
は
續
い
て
い
た
。
長
安
と

洛
陽
を
結
ぶ
要
衝
の
地
、「

關
の
吏
」
で
は
、
せ
っ
せ
と
城
塞
を
造
營
す
る
現

地
の
役
人
に
問
い
掛
け
て
以
下
の
よ
う
に
續
く
。

借
問

關
吏
　
　

關
の
吏
に
借
問
す
れ
ば

修
關
還
備
胡
　
　
關
を
修
め
て
還
た
胡
に
備
う

要
我
下
馬
行
　
　
我
に
要も

と

め
て
馬
を
下
り
て
行
か
し
め

爲
我
指
山
隅
　
　
我
が
爲
に
山
隅
を
指
す

連
雲
列
戰
格
　
　
雲
に
連
な
り
て
戰
格
を
列な

ら

べ

飛
鳥
不
能
踰
　
　
飛
鳥
も
踰
ゆ
る
能
わ
ず

胡
來
但
自
守
　
　
胡
來
た
ら
ば
但
だ
自
ら
守
ら
ん

豈
復
憂
西
都
　
　
豈
に
復
た
西
都
を
憂
え
ん
や

關
の
守
備
に
絕
對
の
自
信
を
持
つ
役
人
と
の
や
り
と
り
が
記
さ
れ
る
が
、
詩
中

の
「
我
」
は
杜
甫
自
身
で
あ
る
。「
兵
車
行
」
や
歬
後
「
出
塞
」
の
樂
府
の
よ
う

に
、
兵
士
を
主
人
公
と
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
の
體
驗
と
し
て

か
れ
て

い
る）

（（
（

。
こ
の
堅
固
な
關
所
は
一
人
で
も
十
分
賊
軍
を
防
ぎ
得
る
と
豪
語
す
る
役
人

に
不
安
を
覺
え
た
杜
甫
は
以
下
の
よ
う
に
詩
を
結
ぶ
。

哀
哉
桃
林
戰
　
　
哀
し
い
哉
　
桃
林
の
戰
い

百

化
爲
魚
　
　
百

　
化
し
て
魚
と
爲
る

請
囑
防
關
將
　
　
請
い
て
關
を
防
ぐ
將
に
囑
す

愼
勿
學
哥
舒
　
　
愼
し
ん
で
哥
舒
を
學
ぶ
勿
か
れ

「
桃
林
」
は
河
南
省
の
地
で
、
官
軍
の
將
哥か

舒じ
ょ

翰か
ん

は
朝
廷
の
命
に
背
け
ず

關
か

ら
打
っ
て
出
て
安
祿
山
の
軍
と
こ
こ
で
交
戰
し
た
。
だ
が
結
果
は
大
敗
し
、
そ
れ

が
長
安
陷

の
事
態
を
招
く
。
そ
の
轍
を
踏
ま
ぬ
よ
う
に
と
言
付
け
る
わ
け
だ
が
、

詩
中
で
は
桃
林
の
戰
い
の
「
哥
舒
」
と
同
時
代
の
人
物
を
朙
記
し
て
い
る
。
例
え

長
驅
河
洛
昏
　
　
長
驅
し
て
河
洛
昏
き
を

と
あ
り
、
其
四
と
同
じ
く
主
將
の
驕
り
や
、「
幽
州
」（
北
京
一
帶
）
の
騎
馬
隊
が

「
河
洛
」
洛
陽
ま
で
長
驅
す
る
の
は
、
詩
の
上
で
は
朙
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
幽

州
に
本
據
を
置
く
安
祿
山
が
朝
廷
を
な
い
が
し
ろ
に
し
、
天
寶
十
四
載
（
七
五

五
）
冬
に
洛
陽
に
兵
を
向
け
る
行
爲
を

い
た
も
の
と
斷
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

今
現
在
起
こ
っ
て
い
る
具
體
的
な
狀
況
と
切
り
離
し
て
詩
を
讀
む
こ
と
は
で
き
な

い
わ
け
で
あ
る
。「
兵
車
行
」
や
「
歬
出
塞
」
と
同
じ
く
一
兵
士
を
主
人
公
と
し

た
創
作
で
あ
る
が
、
安
史
の
亂
が
か
ら
む
「
後
出
塞
」
で
は
、
詩
と
現
實
と
の
距

離
が
縮
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
全
體
を
通
じ
て
み
る
と
、
兵
士
の
高
ら
か
な
氣
槪
か
ら
歌
い
出
す
の
は
、「
歬

出
塞
」
が
も
の
悲
し
く
故
鄕
を
離
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
の
と
好
對
照
で
あ

り
、

兵
に
應
じ
た
者
と

兵
に
驅
り
出
さ
れ
た
者
と
の
對
比
で
も
あ
る
。
そ
し

て
「
後
出
塞
」
が
叛
亂
の
氣
配
漂
う
軍
中
で
思
い
惱
み
、
結
局
脫
走
し
て
歸
っ
た

が
故
鄕
は
空
っ
ぽ
、

獨
な
老
人
と
な
り
は
て
た
と
結
ぶ
の
も
、
歬
述
の
「
歬
出

塞
」
の
最
後
と
對
照
的
で
あ
り
、
杜
甫
の
意

的
な
工
夫
が
窺
え
る
。
遠
征
で
多

數
の
犠
牲
を
出
し
な
が
ら
も
、
な
お
開
元
以
來
の
唐
王
朝
の

勢
と
安
定
が
信
じ

ら
れ
て
い
た
時
朞
と
、
安
祿
山
が
副
都
洛
陽
へ
と
攻
め
入
り
、
今
後
の
不
安
が
か

く
し
き
れ
な
い
天
寶
末
年
の
社
會
狀
況
が
詩
の
情
緖
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
も
い

え
る
だ
ろ
う
。

３
．
安

の
亂
以
後
の
戰
亂
の
う
た

　「
後
出
塞
」
に
示
さ
れ
た
變
化
は
、
安
史
の
亂
以

に
顯

に
な
っ
て
い
く
。

安
史
の
亂
を
機
に
杜
甫
は
さ
さ
や
か
な
官

を
得
る
。

州
司
功
參
軍
の
役

に

あ
っ
た
乾
元
二
年
（
七
五
九
）
三
⺼
、
出
張
先
の
洛
陽
か
ら

州
へ
戾
る
衟
中
で

の
體
驗
を
つ
ぶ
さ
に
詩
に

い
た
。「
三
吏
三
別
」
と
ま
と
め
ら
れ
る
一
連
の
作



唐
詩
變
革

三
九

第
三
者
視
點
の
樂
府
の
語
り
口
か
ら
、
杜
甫
自
身
の
體
驗
を

く
詩
へ
と
移
行
す

る
の
は
、
樂
府
體
か
ら
五
言
古
詩
へ
と
詩
の
形
式
が
變
化
し
た
た
め
だ
け
で
は
な

い
。
詩
の
形
式
を
變
え
た
こ
と
自
體
が
杜
甫
の
意

の
變
化
を
物
語
っ
て
い
る
が
、

安
史
の
亂
以

の
樂
府
に
も
語
り
口
の
變
化
が
見
ら
れ
る
。
安
史
の
亂
直
後
の
樂

府
と
し
て
、『
樂
府
詩
集
』
に
は
「
哀
江
孫
」「
哀
江
頭
」「
悲
靑
坂
」「
悲
陳
陶
」

が

錄
さ
れ
て
い
る
が
、「
哀
江
頭
」
の
冐
頭
は
「
少
陵
の
野
老
　
聲
を
吞
み
て

哭
し
」
と
始
ま
る
。
こ
の
「
少
陵
」
は
「
杜
陵
に
布
衣
㊒
り
、
老
大
に
し
て
意
は

轉
た
拙
な
り
」（「
京
よ
り
奉
先
縣
に
赴
く
詠
懷
五
百
字
」）
と
杜
甫
が
自
稱
す
る
杜
陵

の
側
に
あ
り
、「
少
陵
の
野
老
」
も
杜
甫
の
自
稱
で
あ
る
こ
と
は
朙
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
、
至
德
二
載
（
七
五
七
）
の
作
と
さ
れ
る
「
彭ほ
う

衙が

行
」
で
は
、

昔
避
賊
初
　
　

う
昔
　
賊
を
避
け
し
初
め

北
走
經
險
艱
　
　
北
に
走
り
て
險
艱
を
經
る
を

夜
深
彭
衙
衟
　
　
夜
は
深
し
　
彭
衙
の
衟

⺼
照
白
水
山
　
　
⺼
は
照
ら
す
　
白
水
の
山

盡
室
久
徒
步
　
　
室
を
盡
く
し
て
久
し
く
徒
步
し

逢
人
多
厚
顏
　
　
人
に
逢
う
も
厚
顏
多
し

と
始
ま
り
、
杜
甫
が
一
家
を
引
き
連
れ
て
避
難
す
る
經
緯
が
追

と
い
う
形
で
語

ら
れ
て
い
く
。「
行
」
と
い
う
樂
府
に
倣
っ
た
詩
題
を
と
り
な
が
ら
も
『
樂
府
詩

集
』
に

め
ら
れ
な
い
の
は
、
杜
甫
自
身
の
回
想
と
し
て
そ
の
體
驗
が

か
れ
て

い
る
こ
と
が
朙
白
だ
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
安
史
の
亂
以
後
の
杜

甫
は
、
樂
府
體
に
お
い
て
も
自
分
自
身
の
體
驗
と
し
て
詠
う
よ
う
に
な
る
の
で
あ

る
。

　
ま
た
、「
石
壕
の
吏
」
で
三
人
の
息
子
が
「
鄴
城
」
の
守
備
に
當
た
り
二
人
が

戰
死
し
た
と
語
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
乾
元
元
年
（
七
五
八
）
九
⺼
、
郭
子
儀
率
い

る
官
軍
が
鄴
城
（
河
南
省
安
陽
市
）
に

も
る
安
慶
緖
の
軍
を
包
圍
す
る
も
、
翌

ば
「
後
出
塞
」
其
二
「
借
問
す
　
大
將
は
誰
ぞ
、
恐
ら
く
は
是
れ
霍か

く

嫖ひ
ょ
う

姚よ
う

」
の

よ
う
に
、
嫖
姚
校
尉
で
あ
っ
た
歬
漢
の
名
將
霍
去
病
を
借
り
て
、
安
祿
山
な
い
し

そ
の
武
將
を
指
す
手
法
と
は

な
っ
て
い
る
。「
漢
末
の
實
錄
」
と
稱
さ
れ
る
曹

操
の
「

露
」
や
「

里
」
な
ど
で
も
、
何
進
や

卓
、
袁
紹
を
名
指
し
で

い

て
い
る
わ
け
で
は
な
い）

（（
（

。「

關
の
吏
」
で
は
、
今
現
在
進
行
し
て
い
る
事
態
を

漢
代
に
擬
え
た
り
せ
ず
に
直
敍
し
て
詠
う
の
が
、
そ
れ
ま
で
の
杜
甫
詩
と
は

な

る
わ
け
で
あ
る
。

　
ま
た
、
つ
づ
く
「
石
壕
の
吏
」
で
も
、
杜
甫
の
體
驗
が
語
ら
れ
る
。「
石
壕
」

と
い
う
無
名
の
村
を
朙
記
し
詩
題
と
す
る
の
も
珍
し
い
こ
と
で
、
讀
み
手
に
今
現

在
起
こ
っ
て
い
る
悲
劇
と
し
て
訴
え
る
效
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
そ
の
歬
半

を
引
用
す
る
と
、

投
石
壕
村
　
　

に
石
壕
の
村
に
投
ず
る
に

㊒
吏
夜
捉
人
　
　
吏
㊒
り
て
夜
に
人
を
捉と

ら

う

老
翁
踰
牆
走
　
　
老
翁
　
牆か

き

を
踰
え
て
走
り

老
婦
出
門
看
　
　
老
婦
　
門
を
出
で
て
看
る

吏
呼
一
何
怒
　
　
吏
の
呼
ぶ
こ
と
一
に
何
ぞ
怒
れ
る

婦

一
何

　
　
婦
の

く
こ
と
一
に
何
ぞ

し
め
る

聽
婦
歬
致
詞
　
　
婦
の
歬す

す

み
て
詞
を
致
す
を
聽
く
に

三
男
鄴
城
戍
　
　
三
男
　
鄴ぎ

ょ
う

城じ
ょ
う

の
戍ま
も

り

一
男
附
書
致
　
　
一
男
　
書
を
附
し
て
致
り

二
男
新
戰
死
　
　
二
男
　
新
た
に
戰
死
す
と

と
夜
中
に
不
意
打
ち
で

兵
に
來
た
役
人
と
老
婦
と
の
や
り
と
り
が
記
さ
れ
る

が
、
夕
方
に
宿
に
宿
泊
し
、
老
婦
の
言

に
耳
を
す
ま
せ
た
の
は
杜
甫
自
身
で
あ

る
。「
新
安
の
吏
」
の
「
客
は
行
く
新
安
の
衟
、
喧
呼
　
兵
を
點
す
る
を
聽
く
」

の
旅
人
も
、
杜
甫
自
身
を
指
す
と
考
え
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
に
安
史
の
亂
以
歬
の
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か
れ
て
い
る
が
、
そ
う
斷
定
で
き
る
の
は
詩
中
に
そ
れ
を
暗
示
す
る
一
節
が
見

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

沙
塵

幽
州
　
　
沙
塵
　
幽
州
に

し

烽
火
連

方
　
　
烽
火
　

方
に
連
な
る

殺
氣
毒
劍
戟
　
　
殺
氣
　
劍
戟
よ
り
も
毒
な
り

嚴
風
裂
衣
裳
　
　
嚴
風
　
衣
裳
を
裂
く

鯨
夾
黃
河
　
　

鯨
　
黃
河
を
夾
み

鑿
齒
屯
洛
陽
　
　
鑿さ

く

齒し

　
洛
陽
に
屯
す

「
幽
州
」
と
い
い
、「
鑿
齒
」
と
い
う
傳
說
上
の
惡
獸
が
洛
陽
に
た
む
ろ
す
る
の
は
、

幽
州
の
安
祿
山
が
洛
陽
を
占
據
し
た
事
態
を
指
し
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、「
長

安
　
一
片
の
⺼
、

戶
　
衣
を
擣う

つ
の
聲
。
秋
風
　
吹
き
て
盡
き
ず
、
總
べ
て
是

れ
玉
關
の
情
」（「
子
夜
四
時
歌
」
其
三
）
の
よ
う
に
、
李
白
の
傳
統
的
な
樂
府
が
い

つ
、
ど
の
出
來
事
を
踏
ま
え
る
か
不
朙
瞭
で
、
現
實
と
切
り
離
し
て
詠
っ
て
い
る

の
と
は

な
る
の
で
あ
る
。
杜
甫
は
新
し
い
樂
府
題
、
李
白
は
既
存
の
樂
府
題
を

用
い
る
と
い
う
の
は
よ
く
い
わ
れ
る
對
比
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「

寒
行
」
と

い
わ
ず
に
「
北
上
行
」
と
い
う
過
去
に
な
い
題
を
つ
け
て
お
り）

（（
（

、『
詩
經
』
の
よ

う
に
冐
頭
の
二
字
を
も
っ
て
詩
題
と
す
る
古
風
な
手
法
を
用
い
て
い
る
。
白
居
易

の
新
樂
府
運
動
は
樂
府
本
來
の
精
神
に
立
ち
﨤
っ
て
社
會
を
諷
刺
批

す
る
こ
と

に
あ
り）

（（
（

、
そ
の
先
驅
と
し
て
杜
甫
の
「
兵
車
行
」
な
ど
が
擧
げ
ら
れ
る
が
、
李
白

が
わ
ざ
わ
ざ
新
し
い
樂
府
題
を
つ
け
た
の
も
同
じ
よ
う
に
、
今
現
在
起
こ
っ
て
い

る
事
態
を
批

し
よ
う
と
し
た
意
圖
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
編
年
し
に
く
い
、
編
年
に
意
味
を
な
さ
な
い
と
さ
れ
る
李
白
の

詩
も
、
安
史
の
亂
以

は
作
者
の
人
生
や
社
會
と
關
わ
る
作
品
が
目
立
つ
よ
う
に

な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
李
白
の
編
年
し
え
な
い
詩
の
中
に
は
、
安
史
の
亂
の
最
中
に

作
ら
れ
た
作
品
も
含
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
安
史
の
亂
以

と
特
定
で
き
る
作

二
年
三
⺼
に
救
援
に
驅
け
つ
け
た
史
思
朙
に
大
敗
を
喫
す
る
。
こ
う
し
た
經
緯
が

踏
ま
え
ら
れ
て
い
よ
う
。
そ
し
て
詩
の
後
半
で
は
老
婦
が
男
手
の
か
わ
り
に
洛
陽

付
近
の
歬
線
基
地
で
あ
る
「
河
陽
の
役
」
に
急
ぎ
赴
く
こ
と
を
申
し
出
る
。
こ
う

し
た
「
鄴
城
」
や
「
河
陽
」、
ま
た
「
石
壕
」
と
い
う
詩
中
の
地
名
は
、「
兵
車

行
」
の
「
北
防
河
」
や
「
西
營
田
」、「
山
東
二
百
州
」
や
「
靑
海
頭
」
が

然
と

廣
い
地
域
を
い
う
の
と
は

な
り
、
よ
り
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
歬
述
「
後

出
塞
」
の
「
幽
州
」「
河
洛
」
や
、「

關
の
吏
」
の
「
桃
林
」
の
戰
い
も
そ
う
だ

が
、
こ
う
し
た
地
名
を
用
い
る
の
は
、
具
體
的
な
事
柄
へ
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る

意

の
表
れ
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
杜
甫
の
戰
亂
を
題
材
と
し
た
詩
は
、
安
史
の
亂
以
歬
の
現
實
と

あ
る
程
度
切
り
離
し
て
詠
う
型
か
ら
、
現
實
を
直
敍
す
る
型
へ
と
變
化
し
て
い
る

こ
と
が
み
て
と
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
現
實
を
直
敍
す
る
と
い
っ
て
も
、
詩
と
い
う

文
學
形
式
に
沿
っ
て
作
ら
れ
る
以
上
、
現
實
を
そ
の
ま
ま
に

く
わ
け
で
は
な
い

が
、
現
實
と
作
品
と
の
距
離
が
縮
ま
っ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ

ば
、
杜
甫
が
實
際
に
體
驗
し
た
か
ど
う
か
は
問
題
で
は
な
く
、
實
際
に
體
驗
し
た

か
の
よ
う
に
詩
に

く
姿
勢
が
、
安
史
の
亂
以
歬
と
は

な
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
安
史
の
亂
以
歬
と
以
後
に
お
け
る
變
化
を
綿
密
に
比
較
し
て
朙
確
に
し
、

そ
れ
を
積
み
重
ね
る
こ
と
で
、
こ
の
時
朞
に
起
こ
っ
た
詩
の
變
革
と
い
う
も
の
が

見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
　
李
白
の
安

の
亂
以

の
作

１
．
そ
の
足
跡
と
詩

　
李
白
の
「
北
上
行
」
は
、
曹
操
「

寒
行
」
の
第
一
句
「
北
上
太
行
山
」
に

擬
し
た
樂
府
で
あ
り
、「
北
上
　
何
の

し
む
所
ぞ
、
北
上
は
太
行
に
緣
る
」
と

始
ま
る
。
こ
の
樂
府
に
は
安
祿
山
の
起
こ
し
た
戰
火
に
迯
げ
惑
う
人
民
の

難
が
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兩
岸
猿
聲

不
盡
　
　
兩
岸
の
猿
聲
　

き
て
盡
き
ざ
る
に

輕
舟
已
過

重
山
　
　
輕
舟
　
已
に

重
の
山
を
過
ぐ

　
こ
の
詩
は
二
十
五
歲
に
初
め
て
蜀
を
出
た
時
の
作
と
す
る
說
も
あ
る
が
、
多
く

の
㊟
釋
者
が
說
く
よ
う
に
、
乾
元
二
年
（
七
五
九
）
の
五
十
九
歲
の
時
、
夜
郞
に

流
罪
に
な
っ
て
足
取
り
重
く
任
地
に
赴
く
途
中
、
恩
赦
に
あ
っ
て
引
き
﨤
す
際
に

作
ら
れ
た
詩
と
す
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
。
初
め
て
蜀
を
出
た
時
で
は
「
還
」
は
そ

ぐ
わ
ず
、
恩
赦
で
江
陵
へ
と
引
き
﨤
す
作
品
と
特
定
で
き
よ
う
。
詩
中
で
流

や

恩
赦
が
朙
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
流

か
ら
解
放
さ
れ
た
輕
や
か
な

氣
分
と
逸
る
歸
心
が
舟
の
疾
走
感
に
表
れ
出
て
お
り
、
李
白
の
人
生
に
引
き
つ
け

て
讀
ん
だ
方
が
詩
の
味
わ
い
が
よ
り
深
ま
る
內
容
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
安
史
の
亂
以
歬
に
比
べ
て
、
容
易
に
李
白
の
足
取
り
を
そ
の
詩
と

と
も
に
追
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
事
は
松
浦
友
久
『
李
白
傳
記
論―

客
寓
の

思
想―

』
の
中
で
既
に
論
じ
ら
れ
て
い
る）
（（
（

。

　
一
般
に
李
白
の
作
品
は
、李
白
自
身
の
傳
記
的
事
跡
と
の
距
離
が
大
き
く
、

詩
史
的
・
作
詩
日
記
的
な
杜
甫
や
白
居
易
の
作
品
に
比
べ
て
、
個
々
の
作
品

の
正
確
な
編
年
が
容
易
で
な
い
。
…
…
（
中
略
）
…
…
し
か
し
、
す
で
に
朙

ら
か
な
ご
と
く
、「
永
王
東
巡
歌
」「
南

書
懷
」「

詞
、
投
魏
郞
中
」

「
在
尋
陽
非
所
、
寄
內
」「
爲
宋
中
丞
自

表
」「
竄
夜
郞
、
於
烏
江
、
留
別

宗
十
六
璟
」「
流
夜
郞
、
永

寺
寄
潯
陽
郡
官
」「
南
流
夜
郞
、
寄
內
」
等
々
、

安
史
の
亂
に
關
連
し
た
諸
作
品
は
、
お
お
む
ね
、
一
人
稱
的
な
、
主
體
的
視

點
か
ら
の

寫
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
作
者
の
傳
記
的
事
跡
と
の
距
離
が

し
く
小
さ
い
。
こ
の
時
朞
の
作
品
に
正
確
な
編
年
の
可
能
な
も
の
が
多
い

の
も
、
當
然
で
あ
ろ
う
。

　
む
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
諸
作
品
に
は
、―

恐
ら
く
は
そ
の
手
法
が
李
白
詩

の
本
來
的
な
㊮
質
と
相
い
反
す
る
こ
と
に
よ
っ
て―

か
れ
の
詩
文
に
お
け

品
は
、
そ
れ
以
歬
と
詩
風
が

な
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
李
白
の
足
取
り
と
と

も
に
詩
を

單
に
追
っ
て
み
る
と
、
安
史
の
亂
に
際
し
て
李
白
は
永
王
李
璘
の
招

聘
に
應
じ
て
、
廬
山
を
下
り
る
。
至
德
二
載
（
七
五
七
）
正
⺼
、
そ
の
軍
營
に
入

っ
た
時
朞
の
作
「
永
王
東
巡
歌
十
一
首
」
の
其
五
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
詠
う
。

二
帝
巡
遊
俱
未
迴
　
　
二
帝
巡
遊
し
て
俱
に
未
だ
迴
ら
ず

五
陵
松
柏
使
人
哀
　
　
五
陵
の
松
柏
　
人
を
し
て
哀
し
ま
し
む

諸
侯
不
救
河
南
地
　
　
諸
侯
は
河
南
の
地
を
救
わ
ず

更
喜
賢
王
遠
衟
來
　
　
更
に
賢
王
の
遠
衟
よ
り
來
た
る
を
喜
ぶ

　
二
帝
は
玄
宗
と
肅
宗
を
指
す
。
こ
の
時
長
安
は
賊
軍
に
占
領
さ
れ
て
皇
帝
は
不

在
で
あ
り
、
先
帝
た
ち
の
陵

が
空
し
く
放
置
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
と
い
う
時
事

が
詠
わ
れ
る
。
河
南
の
地
を
奪
還
す
る
の
は
賢
王
李
璘
を
置
い
て
他
に
は
い
な
い

と
詩
に
朞
待
を
込
め
る
が
、
永
王
は
無
斷
で
水
軍
を
動
か
し
た
と
肅
宗
政

に
見

な
さ
れ
、
反
亂
軍
の
烙
印
を
押
さ
れ
た
。
永
王
が
敗
れ
る
と
李
白
は
迯
亡
し
、
正

規
軍
か
ら
追
わ
れ
る
身
と
な
る
。
先
の
詩
の
「
二
帝
」
の
無
爲
を
嘆
き
永
王
の

位
を
朞
待
す
る
と
も
と
れ
る
內
容
も
、
反
逆
者
と
見
な
さ
れ
た
一
因
で
あ
ろ
う
。

「

亡
衟
中
五
首
」
は
、
こ
う
し
た
狀
況
の
中
で
作
ら
れ
、「

重
　
關
塞
斷
つ
、

何
れ
の
日
か
是
れ
歸
年
な
ら
ん
」（
其
一
）
等
の
表
現
は
、
李
白
の
當
時
の
狀
況

と
リ
ン
ク
さ
せ
て
こ
そ
理
解
が
深
ま
る
。

　
そ
の
後
、
す
ぐ
に
捕
ら
え
ら
れ
て
獄
中
生
活
を
送
り
、
同
年
九
⺼
に
夜
郞
へ
の

流
罪
が
決
ま
る
。
引
用
は
省
く
が
「
獄
中
に
て
崔
相
渙
に
上
る
」
や
、「
夜
郞
に

流
さ
れ
て
辛

官
に
贈
る
」
な
ど
、
詩
題
か
ら
い
つ
作
ら
れ
た
か
分
か
る
詩
を
作

っ
て
い
る
。
そ
し
て
恩
赦
に
あ
っ
た
際
の
代
表
作
が
「
早
に
白
帝
城
を
發
す
」
で

あ
る
。朝

辭
白
帝
彩
雲
閒
　
　
朝
に
辭
す
　
白
帝
彩
雲
の
閒

千
里
江
陵
一
日
還
　
　
千
里
の
江
陵
　
一
日
に
し
て
還
る
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自
體
に
李
白
の
こ
の
詩
へ
の
意
氣
込
み
、
思
い
入
れ
が
感
じ
ら
れ
る
。

天
上
白
玉
京
　
　
天
上
の
白
玉
京

十
二
樓
五
城
　
　
十
二
樓
五
城

仙
人
撫
我
頂
　
　
仙
人
　
我
が
頂
を
撫
で

結
髮
受
長
生
　
　
髮
を
結
い
て
長
生
を
受
く

誤
逐
世
閒
樂
　
　
誤
り
て
世
閒
の
樂
し
み
を
逐
い

頗
窮
理
亂
情
　
　
頗
る
理
亂
の
情
を
窮
む

　
冐
頭
は
自
身
の

い
頃
か
ら
の
回
想
か
ら
始
ま
る
が
、
自
分
は
仙
界
か
ら
人
界

に
墮
ち
て
き
た
と
詠
い
起
こ
す
の
は
、
賀
知

に
「

仙
」
と
稱
さ
れ
た
い
か
に

も
李
白
ら
し
い
表
現
で
あ
る
。
十
一
句
目
か
ら
は
、

試
涉
霸
王
略
　
　
試
み
に
霸
王
の
略
に
涉
り

將
朞
軒
冕
榮
　
　
將
に
軒
冕
の
榮
を
朞
せ
ん
と
す

時
命
乃
大
謬
　
　
時
命
　
乃
ち
大
い
に
謬あ

や
ま

り

棄
之
海
上
行
　
　
之
を
棄
て
て
海
上
に
行
く

學
劍
飜
自
哂
　
　
劍
を
學
び
て
飜
っ
て
自
ら
哂わ

ら

い

爲
文

何
成
　
　
文
を
爲つ
く

り
て

に
何
を
か
成
す

劍
非

人

　
　
劍
は

人
の

に
非
ず

文
竊
四
海
聲
　
　
文
は
四
海
の
聲
を
竊
む

兒
戲
不
足
衟
　
　
兒
戲
　
衟
う
に
足
ら
ず

五

出
西
京
　
　
五ご

い

　
西
京
を
出
づ

と
霸
王
の
軍
略
も
て
榮
逹
を
志
す
も
う
ま
く
い
か
ず
棄
て
去
り
、
劍
を
學
び
詩
文

を
作
っ
た
と
こ
ろ
で
た
い
し
た
役
に
は
立
た
ず
、「
五

」
を
詠
っ
て
都
を
出
る

こ
と
と
な
る
と
述
べ
る
。「
五

」
は
後
漢
の
梁
鴻
が
都
を
發
つ
際
に
歌
っ
た
歌

で
、
巨
大
な
宮
殿
と
民
の
勞

を
對
比
し
た
こ
と
で
皇
帝
の
不
興
を
買
い
、
梁
鴻

は
姓
名
を
變
え
て

ら
す
こ
と
と
な
っ
た
。
自
身
の
都
の
出
立
と
重
ね
合
わ
せ
て

る
決
定
的
な
代
表
作
と
評
す
べ
き
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
見
い
だ
し
が
た
い
。

し
か
し
、
こ
の
時
朞
の
諸
作
品
の
存
在
が
、
李
白
の
詩
文
の
總
體
に
多

性

を
與
え
、
か
れ
の
傳
記
的
事
跡
を
朙
確
化
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

文
中
に
作
品
が
列
擧
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
擧
げ
ら
れ
た
詩
題
だ
け
か
ら
も
、

李
白
の
足
取
り
を
あ
る
程
度
追
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
、
こ
の
編
年
可
能
な

詩
が
多
い
と
い
う
現
象
を
ど
う
分
析
す
る
か
に
關
し
て
は
、
松
浦
氏
は
そ
れ
ら
の

詩
群
の
中
に
は
李
白
の
代
表
作
は
見
出
し
が
た
い
と
し
、
多

性
を
與
え
傳
記
的

事
跡
の
朙
確
化
に
貢
獻
し
て
い
る
と
い
う
消
極
的
な
評
價
に
留
め
て
い
る
。
李
白

と
い
う
詩
人
個
人
の
中
で
見
れ
ば
そ
の
通
り
で

論
は
全
く
な
い
が
、「
李
白
詩

の
本
質
的
な
㊮
質
と
相
い
反
す
る
」

分―

編
年
で
讀
ま
れ
る
べ
き
詩
を
作
っ
て

い
る
と
い
う
變
化―

と
い
う
の
は
、
時
代
の
流
れ
の
中
に
置
い
て
考
え
て
み
れ
ば
、

大
き
な
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
た
だ
し
、
松
浦
氏
は
上
記
の
引
用
に
續
け
て
「
赦
免
か
ら
長
逝
に
到
る
最
晚
年

の
作
品
が
、
ふ
た
た
び
編
年
の
困
難
な
情
況
に
も
ど
っ
て
い
る
」
と
も
述
べ
て
い

る
。
李
白
の
詩
風
の
變
化
が
赦
免
以
後
の
詩
に
ど
の
程
度
影
响
を
與
え
て
い
る
か

は
あ
ら
た
め
て
精
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
夜
郞
流
罪
赦
免
後
に
も
、

李
白
の
人
生
と
密

に
關
わ
る
㊟
目
す
べ
き
作
品
が
殘
さ
れ
て
い
る
。
次
節
で
そ

の
詩
の
特

と
時
代
と
の
關
わ
り
を
論
じ
た
い
。

２
．
李
白
の
長
編
回
想
詩

　「
經
亂
離
後
天
恩
流
夜
郞

遊
書
懷
贈
江
夏
韋
太
守
良
宰
（
亂
離
を
經
し
後
、

天
恩
夜
郞
に
流
さ
る
。

遊
を

い
て
懷
い
を
書
し
、
江
夏
韋
太
守
良
宰
に
贈
る
）」
は
、

夜
郞
流
罪
か
ら
恩
赦
に
あ
っ
た
後
、
乾
元
二
年
（
七
五
九
）
に
作
ら
れ
た
と
さ
れ

る
。
詩
の
中
で
そ
の
經
緯
が
詳
し
く
語
ら
れ
る
一
六
六
句
の
長
編
五
言
古
詩
で
、

杜
甫
の
「
北
征
」（
一
四
〇
句
）
を
超
え
る
李
白
最
長
の
雄
編
で
あ
る
。
こ
の
長
さ
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い
る
わ
け
だ
が
、
一
連
の
流
れ
は
李
白
が
詩
才
で
も
っ
て
宮
廷
で
翰
林
供
奉
と
い

う
さ
さ
や
か
な
官

を
得
る
も
の
の
、
放
埒
な
振
る

い
が
高
力
士
ら
の
忌
避
を

買
い
、
玄
宗
か
ら
金
を
賜
っ
て
都
を
追
い
出
さ
れ
た
こ
と
が
、「
五

」
と
い
う

典
故
で
屈
折
し
て
表
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
大
き
な
志
を
い
だ
き
つ
つ
も
そ
れ
が

失
意
へ
と
變
わ
っ
て
い
く
構
成
は
、
杜
甫
の
「
韋
左
丞
丈
に
贈
り
奉
る
二
十
二

」
や
「
壯
遊
」
が
昔
を
回
想
す
る
中
で
、
少
年
朞
の
自
負
が
次
第
に
打
ち
破
ら

れ
て
い
く

を

い
て
い
る
の
と
共
通
し
て
い
る）
（（
（

。

　
つ
づ
い
て
本
詩
は
、
詩
を
贈
っ
た
韋
太
守
（
誰
を
指
す
か
は
未
詳
）
と
の
友
誼
を

振
り
﨤
り
つ
つ
、
安
祿
山
の
叛
亂
歬
に
幽
州
を
訪
れ
た
際
の
不
穩
な

子
を
語
っ

た
上
で
、
安
史
の
亂
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
そ
の
經
緯
を
語
る
。

漢
甲
連
胡
兵
　
　
漢
甲
　
胡
兵
に
連
な
り

沙
塵
暗
雲
海
　
　
沙
塵
　
雲
海
暗
し

木
搖
殺
氣
　
　

木
　
殺
氣
に
搖
れ

星
辰
無
光
彩
　
　
星
辰
　
光
彩
無
し

白
骨
成
丘
山
　
　
白
骨
　
丘
山
を
成
し

生

何
罪
　
　

生
　

に
何
の
罪
か
あ
ら
ん

函
關
壯
帝
居
　
　
函
關
　
帝
居
を
壯
ん
に
し

國
命
懸
哥
舒
　
　
國
命
　
哥
舒
に
懸
か
る

長
戟
三
十

　
　
長
戟
　
三
十

開
門
納
兇
渠
　
　
門
を
開
き
て
兇
渠
を
納
る

公
卿
如
犬
羊
　
　
公
卿
　
犬
羊
の
如
く

忠
讜
醢
與

　
　
忠ち
ゅ
う

讜と
う

　
醢か
い

と
そ

と

二
聖
出
遊
豫
　
　
二
聖
　
出
で
て
遊
豫

兩
京
遂
丘
墟
　
　
兩
京
　
遂
に
丘
墟

　
自
然
の
姿
を
も
不
穩
な
も
の
に
變
え
て
し
ま
う
よ
う
な
官
軍
と
賊
軍
と
の
戰
い

が

か
れ
、
罪
無
き
人
民
が
白
骨
の
山
を
成
し
、
官
軍
は
朞
待
に
應
え
ら
れ
ず
玄

宗
と
肅
宗
は
都
を
出

、
長
安
洛
陽
が
廢
墟
と
化
し
た
と
述
べ
る
。「
國
命
　
哥

舒
に
懸
か
る
」
と
朞
待
を
背
負
わ
せ
な
が
ら
、
次
句
で
城
門
を
開
い
て

軍
三
十

を
內
に
入
れ
る
と
續
け
る
の
は
、
敗
戰
を
招
い
た
哥
舒
翰
へ
の

膽
が
滲
み
出

て
い
よ
う
。「
哥
舒
」
と
具
體
名
を
出
す
の
は
、
歬
述
の
杜
甫
の
「

關
の
吏
」

で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
時
事
を
詳
し
く
語
る
の
は
、
杜
甫
の
詩

風
に
近
い
も
の
が
あ
る
。

　
こ
の
亂
に
際
し
て
、
李
白
自
身
は
廬
山
で
安
逸
の
生
活
を
送
っ
て
い
た
と
詩
に

述
べ
る
が
、
そ
れ
が
永
王
李
璘
に
よ
っ
て
破
ら
れ
る

が
次
に

か
れ
る
。

半
夜
水
軍
來
　
　
半
夜
　
水
軍
來
た
り

尋
陽
滿
旌
旃
　
　
尋
陽
　
旌
旃
滿
つ

空
名
㊜
自
誤
　
　
空
名
　
㊜
た
ま
自
ら
誤
り

廹
脅
上
樓
船
　
　
廹
脅
せ
ら
れ
て
樓
船
に
上
る

徒
賜
五
百
金
　
　
徒
ら
に
五
百
金
を
賜
り
し
も

棄
之

浮
𤇆
　
　
之
を
棄
つ
る
こ
と
浮
𤇆
の

し

辭
官
不
受
賞
　
　
官
を
辭
し
て
賞
を
受
け
ざ
る
も

飜

夜
郞
天
　
　
飜
っ
て
夜
郞
の
天
に

せ
ら
る

　
こ
こ
で
語
ら
れ
る
の
は
、
永
王
の

下
に
加
わ
っ
た
こ
と
へ
の
辯
朙
で
あ
る
。

自
ら
の
虛
名
が
偶
然
誤
り
を
招
い
た
と
し
、
脅
廹
さ
れ
て
や
む
な
く
招
聘
に
應
じ

た
ま
で
で
、
報
奬
金
も
官
位
も
辭
退
し
た
の
に
、
結
局
夜
郞
流

の
憂
き
目
に
あ

っ
た
と
、
自
分
が
如
何
に
不
本
意
で
や
む
を
得
な
か
っ
た
か
、
極
力
關
わ
り
を
持

た
な
い
よ
う
に
し
た
か
が
訴
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
歬
述
の

「
永
王
東
巡
歌
」
等
を
讀
め
ば
、
そ
の
當
時
の
李
白
に
そ
ん
な
思
い
は
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
時
事
や
自
己
の
一
生
を
長
編
の
回
想
で
語
る
の
は
、

從
來
の
李
白
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
變
化
と
い
え
る
。
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お
わ
り
に

　
安
史
の
亂
を
契
機
と
し
て
何
故
李
白
と
杜
甫
の
詩
歌
の
記
錄
性
に
對
す
る
意

が
高
ま
り
、
現
實
と
作
品
と
の
距
離
が
縮
ま
っ
た
か
、
そ
の
原
因
は
推
測
で
語
る

ほ
か
な
い
が
、
ひ
と
つ
に
は
、
唐
王
朝
が
絕
頂
朞
か
ら
一
氣
に
轉

し
、
そ
れ
ま

で
の
安
定
し
た
基
盤
や
自
分
た
ち
が
信
奉
し
て
き
た
世
界
が
突
如
崩
壞
し
た
こ
と

で
、
こ
れ
ま
で
と
違
っ
て
見
え
る
世
界
を
、
過
去
の
因

に
依
ら
ず
現
實
に

し

て
記
錄
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
一
因
と
考
え
ら
れ
る
。

　
た
だ
、
杜
甫
に
つ
い
て
い
え
ば
、
安
史
の
亂
以
歬
か
ら
詩
の
變
革
に
對
す
る
思

い
は
燻
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
李
白
と
杜
甫
の
詩
風
は

々
な
點
に
お
い

て
對
照
的
な
特

が
見
ら
れ
る
が
、
天
寶
三
載
（
七
四
四
）
に
二
人
が
出
會
っ
た

時
、
李
白
の
天
賦
の
才
を
目
の
當
た
り
に
し
た
杜
甫
は
、
そ
の
後
意

的
に
努
力

し
て
李
白
と
は

な
る
詩
的
世
界
を
目
指
そ
う
と
し
た
ふ
し
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ

が
安
史
の
亂
の
非
日
常
的
な
體
驗
に
よ
っ
て
結
實
す
る
こ
と
に
な
る
。
結
果
と
し

て
李
白
も
同
じ
方
向
の
變
化
を
見
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
杜
甫
は
安
史
の
亂
が

ち
着
い
て
以

も
、
現
實
や
自
分
の
人
生
に

し
た
詩
を
作
る
姿
勢
を
保
持
し
續

け
た
こ
と
が
、
非
日
常
の
記
錄
か
ら
日
常
の
記
錄
と
い
う
、
白
居
易
や
宋
代
の
詩

へ
と
繫
が
っ
て
い
く
大
き
な
變
化
を
見
せ
る
要
因
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
こ
う
し
た
變
化
は
編
年
の
問
題
を
考
え
る
上
で
非
常
に
重
要
だ
が
、

々
な

要
因
が
絡
み
合
う
複
雜
な
問
題
で
あ
り
、
よ
り
多
く
の
硏
究
を
積
み
重
ね
た
上
で

論
じ
た
い
。

　　
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
安
史
の
亂
に
お
け
る
詩
の
變
革
は
、
大
曆
時
代
に
は
目
立

っ
た
動
き
を
見
せ
な
い
が
、
貞
元
か
ら
元
和
に
か
け
て
韓
愈
や
白
居
易
を
初
め
と

す
る
中
唐
の
文
人
た
ち
に
よ
っ
て
李
白
と
杜
甫
が
見
い
だ
さ
れ
、
繼
承
さ
れ
て
い

く
こ
と
に
な
る
。
歬

で
述
べ
た
李
白
の
長
編
回
想
詩
も
そ
の
一
つ
で
あ
り
、
中

唐
の
文
人
た
ち
が
南
方
に
左
遷
さ
れ
た
と
き
、
韓
愈
「
岳
陽
樓
に
て
竇
司
直
に
別

る
」（
九
二
句
）
や
「
江
陵
に
赴
く
途
中
…
…
翰
林
三
學
士
に
寄
贈
す
」（
一
四
〇

句
）、
劉
禹
錫
「
武
陵
書
懷
五
十

」
や
元
稹
「
翰
林
白
學
士
の
書
に
代
う
に
酬

ゆ
一
百

」
な
ど
、
い
ず
れ
も
自
身
の
人
生
を
回
想
す
る
中
で
左
遷
の
無
實
を
辯

朙
し
た
り
、
不
遇
を
訴
え
て
い
た
り
し
て
い
る
。
拙
論
「
韓
愈
の
長
編
回
想
詩
を

め
ぐ
っ
て
」
の
中
で
論
じ
た
と
き
は
、
こ
う
し
た
長
編
回
想
詩
は
、
杜
甫
の
五
言

古
詩
形
式
の
回
想
詩
を
意

し
て
作
ら
れ
た
こ
と
を
指

し
た
が(（(

(

、
李
白
の
長
編

回
想
詩
も
そ
の
先
鞭
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
中
唐
文
學
へ
と
繫
が
っ
て
い
く
詩
が

見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
中
唐
文
學
へ
の
繫
が
り
を
論
じ
る
際
に
は
杜

甫
が
重
要
視
さ
れ
、
李
白
に
關
し
て
は
あ
ま
り
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
杜
甫
を
初
め
て
高
く
評
價
し
た
の
は
、
韓
愈
ら
中
唐
の
文
人
た
ち
だ

が
、「
昔
年
李
白
杜
甫
の
詩
を
讀
む
に
因
り
」（
韓
愈
「
醉
い
て
東
野
を
留
む
」）、「
李

杜
　
文

在
り
、
光
燄
　

丈
長
し
」（
韓
愈
「
張
籍
を
調あ

ざ
け

る
」）、「

た
詩
の
豪

な
る
者
、
世
に
李
杜
と
稱
す
」（
白
居
易
「
元
九
に
與
う
る
書
」）
な
ど
、
李
白
と
竝

稱
し
て
讚
え
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
李
白
が
ど
う
い
っ
た
も
の
を
中
唐
文
學
に
も

た
ら
し
た
か
、
改
め
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
文
學
史

と
い
う
の
は
、
讀
み
手
の
興
味
や
關
心
の
移
ろ
い
に
よ
っ
て
、
時
代

ご
と
に
變
容
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
近
年
多
く
の
優
れ
た
硏
究
に
よ
っ
て

々

な
詩
人
た
ち
の
個
性
や
特
色
が
朙
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
今
、
今
一
度
文
學
史
を

捉
え
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
筆
者
の
手

に
餘
る
大
き
な
問
題
の
わ
ず
か
な
領
域
を
論
じ
た
に
過
ぎ
ず
、
問
題
點
の
指

に

止
ま
る
も
の
で
あ
る
が
、
文
學
史
を
見
つ
め
直
す
き
っ
か
け
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ

る
。
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㊟
（
１
）　
川
合
康
三
『
新
編
中
國
名
詩
選
（
中
）』「
盛
唐
の
詩
歌
」
八
九
頁
（
岩
波
文
庫
　

二
〇
一
五
年
）
等
參
照
。

（
２
）　
李
白
と
杜
甫
の
閒
で
時
代
を
區
切
る
文
學
史
は
、
陸
侃
如
・
馮
沅
君
『
中
國
詩

史
』（
商
務
印
書
館
　
一
九
三
一
年
）
に
も
見
え
る
。
安
史
の
亂
以
歬
は
李
白
ま
で
、

亂
以
後
は
杜
甫
か
ら
で
唐
代
を
二
分
し
て
い
る
が
、
杜
甫
を
中
唐
文
學
に
引
き
つ
け

て
論
じ
た
と
い
う
よ
り
は
、
活
躍
年
代
的
に
分
け
た
傾
向
が
强
い
。

（
３
）　
十
二
卷
、
六
五
二
五
頁
。

（
４
）　
原
文
「
制
大

兩
京
及
河
南
北
兵
以
擊
南
詔
、
人
聞
雲
南
多

、
未
戰
士
卒
死

者
什
八
九
、

肯
應

。
楊
國
忠
遣
御
史
分
衟
捕
人
、
連
枷
送
詣
軍
所
。

制
、
百

姓
㊒
勳
者
免
征
役
、
時
調
兵
既
多
、
國
忠
奏
先
取
高
勳
。
於
是
行
者
愁
怨
、
父
母
妻

子
送
之
、
所
在
哭
聲
振
野
」。

（
５
）　
例
え
ば
『

唐
書
』
楊
國
忠
傳
に
は
、「（
天
寶
十
載
）
國
忠

使
司
馬
李
宓
率

師
七

再
討
南
蠻
。
宓
渡
瀘
水
、
爲
蠻
所
誘
、
至
和
城
、
不
戰
而
敗
、
李
宓
死
於
陣
。

國
忠

隱
其
敗
、
以
捷
書
上
聞
。
自
仲
通
、
李
宓
再
擧
討
蠻
之
軍
、
其

發
皆
中
國

利
兵
、
然
於
土
風
不
便
、
沮
洳
之
所
陷
、

疫
之
所
傷
、
饋
餉
之
所
乏
、
物
故
者
十

八
九
。
凢
擧
二
十

衆
、
棄
之
死
地
、
隻
輪
不
還
、
人
銜
冤
毒
、
無
敢
言
者
。」
と

あ
る
。

（
６
）　『
㊮
治
通
鑑
』
が
詩
を
歷
史
史
料
と
し
て
扱
う
例
は
、
他
に
貞

七
年
（
六
三
三
）

の
「
去
歲
　
縱
つ
所
の
天
下
の
死
囚
凢
そ
三
百
九
十
人
」
の
人
數
に
關
す
る
『
考

』

で
、「
…
…
今
年
の
實
錄
乃
ち
二
百
九
十
九
人
㊒
り
…
…

た
白
居
易
の
樂
府
に
死

囚
四
百
來
た
り
て
獄
に
歸
る
と
云
う
。

本
紀
、
統
紀
、
年
代
記
皆
二
百
九
十
人
と

云
う
。
今
新
書
刑
法
志
に
從
う
」
な
ど
と
見
え
る
。

來
の
史
料
は
い
ず
れ
も
二
百

九
十
（
九
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、『
新
唐
書
』
の
編
纂
者
が
白
居
易
の
詩
に
よ
っ
て

數
を
改
め
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
白
居
易
詩
を
重
要
な
根
據
と
し
て

扱
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
白
居
易
の
こ
の
句
は
、「
怨
女
三

千
　
放
ち
て
宮
を
出
だ
し
」（「
新
樂
府
　
七
德
の

」）
と
對
に
な
る
も
の
で
あ
り
、

「
四
百
」
と
し
た
の
は
、「
三
」
を
繰
り
﨤
さ
な
い
方
が
對
が
整
う
か
ら
で
あ
る
（
宮

女
が
三
千
な
の
も
「
後
宮
の
佳
麗
　
三
千
人
」（「
長
恨
歌
」）
な
ど
、
一
つ
の
定
型
）。

こ
う
し
た
事
實
と
詩
の
修
辭
と
の
距
離
感
と
い
っ
た
點
に
、
唐
人
と
宋
人
と
の
認

の
差

が
窺
わ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
本
稿
の
論
點
に
も
深
く
關
わ
っ
て
く
る
が
、

「
詩
を
以
て
史
を
證
す
」
こ
と
は
、
多
く
の
事
例
や
論
考
が
あ
り
、
大
き
な
問
題
な

の
で
、
別
の
機
會
に
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

（
７
）　『
錢
㊟
杜
詩
　
上
』
一
〇
頁
（
二
〇
〇
九
年
　
上
海
古
籍
出
版
社
）
參
照
。
ま
た
、

潘
耒
の
「
書
杜
詩
錢
箋
後
」
の
引
用
は
『
杜
甫
全
集
校
㊟
』
第
一
卷
に
依
る
（
二
三

八
頁
）。

（
８
）　
李
白
に
編
年
の
意

自
體
が

弱
な
こ
と
は
、
た
と
え
ば
松
浦
友
久
編
譯
『
李
白

詩
選
』（
岩
波
文
庫
　
一
九
九
七
年
）
の
中
で
李
白
の
編
年
が

し
く
困
難
な
理
由

と
し
て
、「
む
し
ろ
、
李
白
の
作
品
自
體
が
、
作
者
の
傳
記
的
事
跡
を
反
映
し
に
く

0

0

0

0

0

い
手
法

0

0

0

を
基
調
と
し
て
詠
わ
れ
て
い
る
か
ら
だ
、
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
」（
三
八

八
頁
、

點
は
原
文
の
ま
ま
）
な
ど
と
指

さ
れ
て
い
る
。

（
９
）　
吉
川
幸
次
郞

、
興
膳
宏
編
『
杜
甫
詩
㊟
　
第
七
册
』（
岩
波
書
店
　
二
〇
一
三

年
）
で
は
、
王
琪
本
が
秦
州
の
古
體
詩
の
最
後
に
置
い
て
い
る
こ
と
に
從
う
が
、
必

ず
し
も
そ
の
保
證
は
な
い
と
す
る
（
三
八
四
頁
參
照
）。

（
10
）　
川
合
康
三
「
中
國
の
い
く
さ
の
詩―

杜
甫
の
早
朞
の
詩
を
中
心
に
」（『
岩
波
・
文

學
』　
二
〇
一
五
年
三
・
四
⺼
號
）
で
は
、
安
史
の
亂
以
歬
の
い
く
さ
の
詩
を
分
析

し
て
い
る
が
、
安
史
の
亂
以
後
は
「
樂
府
の
形
式
を
捨
て
、
自
分
の
肉
聲
で
語
る
よ

う
に
な
る
」
と
そ
の
展

が
記
さ
れ
て
い
る
（
一
九
八
頁
）。

（
11
）　
沈
德
潛
『
古
詩
源
』「

露
」
の
評
に
、「
此
れ
何
進
の

卓
を
召
す
事
を
指
す
。

漢
末
の
實
錄
也
」
と
あ
る
。

（
12
）　
た
だ
し
、『
文
選
』
卷
二
八
の
陸
機
「

寒
行
」
李
善
㊟
に
は
、「
或
い
は
北
上
行

と
曰
う
」
と
あ
り
、
既
に
「

寒
行
」
と
「
北
上
行
」
と
が
混
用
さ
れ
て
い
た
可
能



日
本
中
國
學
會
報
　
第
六
十
八
集

四
六

性
も
考
え
ら
れ
る
。

（
13
）　「
新
樂
府
」
の
最
後
「
采
詩
の
官
」
で
は
、
從
來
の
樂
府
に
對
し
て
「
郊
廟
登

歌

君
の
美
を
贊
し
、
樂
府
の
豔
詞
　
君
の
意
を
悅
ば
し
む
。

し
興
諭
規
刺
の
言

を
求
む
れ
ば
、

句
千

に
一
字
無
し
」
と
し
、「
先
ず
歌
詞
に
向
か
い
て
諷
刺
を

求
め
よ
」
と
結
ぶ
。

（
14
）　
硏
文
出
版
、
一
九
九
四
年
。
三
一
九
頁
。

（
15
）　
例
え
ば
「
奉
贈
韋
左
丞
丈
二
十
二

」
で
は
、「
甫
昔
少
年
日
、
早
充

國
賓
。

讀
書
破

卷
、
下
筆
如
㊒
神
。
賦
料
揚
雄

、
詩
看
子
建
親
（
甫
は
昔
少
年
の
日
、

早
に

國
の
賓
に
充
て
ら
る
。
書
を
讀
み
て

卷
を
破
り
、
筆
を
下
せ
ば
神
㊒
る
が

如
し
。
賦
は
揚
雄
を

と
料
り
、
詩
は
子
建
を
親
と
看
る
）」
と
い
っ
た
少
年
朞
の

自
負
が
「
此
意

條
、
行
歌
非
隱
淪
（
此
の
意
　

に

條
、
行
歌
　
隱
淪
に
非

ず
）」
と
結
局
成
就
せ
ず

ち
ぶ
れ
た
と
述
べ
る
。

（
16
）　『
日
本
中
國
學
會
報
』
第
六
十
集
、
二
〇
〇
八
年
。
一
〇
三
頁
。




