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四
九

は
じ
め
に

庾
信
（
五
一
三
～
五
八
一
）
は
、
南
朝
出
身
で
あ
り
な
が
ら
、
後
半
生
を
北
朝
で

過
ご
し
た

鄕
詩
人
と
し
て
名
が
知
ら
れ
る
。
庾
信
は
講
和
の
た
め
に
梁
か
ら
西

魏
に
派
遣
さ
れ
た
が
、
か
え
っ
て
そ
の
西
魏
に
よ
っ
て
故
國
を
滅
ぼ
さ
れ
て
し
ま

う
。
そ
し
て
、
そ
の
ま
ま
西
魏
、
北
周
に
仕
え
、
二
度
と
江
南
に
戾
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。

庾
信
が
歬
半
生
を
過
ご
し
た
南
朝
梁
で
は
、
長
安
及
び
洛
陽
を
繁
華
な
美
し
い

場
所
と
し
て
描
く
手
法
が
定
着
し
て
い
た
。
詩
人
た
ち
に
と
っ
て
、
華
北
の
都
は

自
分
た
ち
の
先
祖
が
活
躍
し
た
地
で
あ
る
が
、
異
民
族
に
よ
っ
て
華
北
が
統
治
さ

れ
て
い
た
當
時
、
梁
の
人
々
が
そ
こ
へ
行
く
こ
と
は
か
な
わ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で

彼
ら
は
、
見
た
こ
と
の
な
い
華
北
の
都
を
自
分
た
ち
の
想
像
力
と
知
識
と
を
用
い

て
描
こ
う
と
し
た
。
一
方
、
故
鄕
を
離
れ
實
際
に
華
北
を
目
に
し
た
庾
信
は
、
南

朝
の
詩
人
た
ち
と
は
全
く
異
な
る
方
法
で
華
北
の
都
・
長
安
を
描
き
出
し
て
い
る
。

こ
の
二
者
の
描
き
方
の
相
違
は
、
當
然
庾
信
の
置
か
れ
た
境
遇
と
、
南
朝
の
詩

人
た
ち
の
境
遇
と
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
論
は
境
遇
の
相
違

に
歸
着
す
る
の
で
は
な
く
、
庾
信
の
境
遇
が
南
朝
一
般
の
詩
人
た
ち
と
異
な
る
と

い
う
こ
と
が
、
庾
信
自
身
の
表
現
そ
の
も
の
を
い
か
に
變
え
た
の
か
、
こ
の
點
に

着
目
し
て
考
察
を
行
う
。
そ
し
て
庾
信
の
表
現
の
特
徵
か
ら
、
彼
の
創
作
姿
勢
に

つ
い
て
も
探
求
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

一
、
南
朝
の
詩
人
た
ち
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
華
北
の
都

第
一
章
で
は
、
謝
朓
の
作
品
を
取
り
上
げ
、
南
朝
の
都
・
建
康
（
現
在
の
南
京
）

を
華
北
の
都
に
な
ぞ
ら
え
る
表
現
の
存
在
を
ま
ず
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
長
安
・

洛
陽
を
題
材
と
す
る
南
朝
、
特
に
梁
陳
の
詩
人
た
ち
の
作
品
を
擧
げ
、
彼
ら
の
華

北
の
都
に
對
す
る
憧
憬
の
念
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

南
朝
齊
の
謝
朓
「
晚
に
三
山
に
登
り
還
り
て
京
邑
を

む
（
晚
登
三
山
還

京

邑
）」（『
文
選
』
卷
二
七
）
は
、
江
寧
縣
の
北
、
長
江
沿
い
に
三
つ
の
山
が
連
な
る

「
三
山
」
か
ら
、
都
・
建
康
を
眺
め
た
こ
と
を
機
に
作
ら
れ
た（

１
）。
詩
中
の
㊒
名
な

「
澄
江
は
靜
に
し
て
練
の
如
し
」
は
、
悠
然
と
流
れ
る
長
江
を
描
き
出
し
て
お
り
、

詩
題
と
も
合
致
す
る
江
南
の
情
景
を
展
開
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
詩
人
が
眺
め

や
る
都
・
建
康
に
つ
い
て
は
、
華
北
の
都
の
名
を
用
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

灞
涘

長
安　
　

灞
涘
に
長
安
を

み

河
陽
視
京
縣　
　

河
陽
に
京
縣
を
視
る

庾
信
北
朝
朞
作
品
に
お
け
る
華
北
・
長
安
表
現
の
獨
自
性

�

西
川
ゆ
み
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學
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報
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六
十
九
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五
〇

趙
女
揚
翠
翰　
　

趙
女
は
翠
翰
を
揚
ぐ

春
風
搖
雜
樹　
　

春
風
は
雜
樹
を
搖
ら
し

葳
蕤
綠
且
丹　
　

葳
蕤　

綠
に
し
て
且
つ
丹
な
り

寶
瑟
玫
瑰
柱　
　

寶
瑟　

玫
瑰
の
柱

金
羈
瑇
瑁
鞍　
　

金
羈　

瑇
瑁
の
鞍

「

春
」
の
舞
臺
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
京
洛
」
つ
ま
り
洛
陽
と
、

「
長
安
」
で
あ
る
。
長
安
か
洛
陽
の
ど
ち
ら
か
一
方
を
擧
げ
る
の
で
は
な
く
、
華

北
の
二
つ
の
都
を
竝
置
し
て
い
る
點
が
ま
ず
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
歬
揭
の
謝
朓

の
作
品
で
も
建
康
の
美
稱
と
し
て
二
都
兩
方
に
言
及
し
て
お
り
、
長
安
・
洛
陽
を

一
揃
い
に
ま
と
め
る
發
想
が
共
通
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
第
三
句
の
「
首
を
回

ら
し
て
長
安
を

む
」
は
、
先
に
引
用
し
た
王
粲
「
七
哀
詩
二
首
」
其
の
一
の
詩

句
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
も
の
。
謝
朓
と
共
通
の
典
故
を
用
い
、
そ
し
て
同
じ
く
長

安
・
洛
陽
を
竝
置
す
る
沈
約
の
こ
の
表
現
は
、「

春
」
の
舞
臺
が
實
は
建
康
で

あ
る
と
ほ
の
め
か
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

次
に
着
目
し
た
い
の
は
、
眺
め
や
る
長
安
と
洛
陽
の
町
が
繁
華
な
場
所
と
し
て

描
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
街
巷
は
紛
と
し
て
漠
漠
た
り
」
の
巷
の
に

ぎ
わ
い
、「
城
闕
は
鬱
と
し
て
盤
桓
た
り
」
の
城
壁
の
作
り
の
重
厚
感
、「
齊
僮
は

朱
履
を
躡
み
、
趙
女
は
翠
翰
を
揚
ぐ
」
の
樣
々
な
地
域
出
身
の
見
目
麗
し
い
男
女

の
姿
が
順
々
に
描
か
れ
る
。
町
の
活
氣
や
そ
こ
に
建
ち
竝
ぶ
建
築
に
見
え
る
國
力
、

そ
し
て
町
に
住
む
美
し
い
人
々
は
、
都
の
華
や
か
さ
を
體
現
す
る
要
素
だ
と
考
え

ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
都
の
華
や
か
さ
を
最
も
よ
く
表
現
し
て
い
る
の
は
、「
春
」
の
季
節

で
あ
ろ
う
。「
春
風
は
雜
樹
を
搖
ら
し
、
葳
蕤　

綠
に
し
て
且
つ
丹
な
り
」
と
、

春
の
情
景
を
描
く
。
二
都
に
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、
そ
の
生
き
生
き
と
し
た
華
や
か

さ
を
表
現
で
き
る
春
の
季
節
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
春
と
二
都
と
は
華
や
か
さ
を
共

白
日
麗
飛
甍　
　

白
日
は
飛
甍
を
麗
（
て
ら
）
し

參
差
皆
可
見　
　

參
差
と
し
て
皆
見
る
べ
し

餘
霞
散
成
綺　
　

餘
霞
は
散
り
て
綺
と
成
り

澄
江
靜
如
練　
　

澄
江
は
靜
に
し
て
練
の
如
し

作
品
の
冐
頭
「
灞
涘
に
長
安
を

む
」
は
、
王
粲
「
七
哀
詩
二
首
」
其
の
一

（『
文
選
』
卷
二
三
）
の
「
南
に
霸
陵
の
岸
に
登
り
、
首
を
廻
ら
し
て
長
安
を

む

（
南
登
霸
陵
岸
、
廻
首

長
安
）」
に
基
づ
き
、「
河
陽
に
京
縣
を
視
る
」
は
、
潘
岳

「
河
陽
縣
作
二
首
」
其
の
二
（『
文
選
』
卷
二
六
）
の
「
領
を
引
き
て
京
室
を

む

（
引
領

京
室
）」
に
よ
る
。
冐
頭
二
句
は
、
詩
人
が
三
山
か
ら
建
康
を

む
こ
と

を
、
長
安
を

む
王
粲
、
洛
陽
を

む
潘
岳
の
姿
を
借
り
て
表
現
す
る
。
こ
の
自

身
の
行
爲
と
古
人
の
行
爲
を
重
ね
合
わ
せ
る
表
現
は
、
見
る
對
象
と
な
る
現
實
の

都
と
、
徃
時
の
華
北
の
都
を
も
重
ね
合
わ
せ
る
效
果
を
持
つ
。
こ
の
例
か
ら
、
華

北
の
都
の
名
が
現
實
の
都
の
美
稱
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
言
い
換
え
れ

ば
南
朝
人
た
ち
の
實
際
の
都
と
華
北
の
都
と
は
、
言
語
表
現
上
親
密
な
つ
な
が
り

を
㊒
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

長
安
・
洛
陽
と
い
っ
た
華
北
の
都
を
、
當
時
の
南
朝
の
詩
人
た
ち
は
好
ん
で
詩

歌
上
に
取
り
上
げ
て
い
る
。
謝
朓
と
同
時
朞
に
活
躍
し
た
沈
約
は
「
登
高

春
」

（『
玉
臺
新
詠
』
卷
五
）
に
お
い
て
、
華
北
の
都
を
以
下
の
よ
う
に
描
き
出
し
て
い
る
。

登
高
眺
京
洛　
　

高
き
に
登
り
て
京
洛
を
眺
む

街
巷
紛
漠
漠　
　

街
巷
は
紛
と
し
て
漠
漠
た
り

回
首

長
安　
　

首
を
回
ら
し
て
長
安
を

む

城
闕
鬱
盤
桓　
　

城
闕
は
鬱
と
し
て
盤
桓
た
り

日
出
照
鈿
黛　
　

日
出
で
て
鈿
黛
を
照
ら
す

風
過
動
羅
紈　
　

風
過
り
て
羅
紈
を
動
か
す

齊
僮
躡
朱
履　
　

齊
僮
は
朱
履
を
躡
み
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五
一

に
華
北
の
都
を
描
き
出
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
徐
陵
の
「
洛
陽
衟
二

首
」
其
の
一
（『
樂
府
詩
集
』
卷
二
三
）
を
見
て
い
こ
う
。

綠
柳
三
春
暗　
　

綠
柳　

三
春
に
暗
く

紅
塵
百
戲
多　
　

紅
塵　

百
戲
多
し

東
門
向
金
馬　
　

東
門　

金
馬
向
か
い

南
陌
接
銅
駝　
　

南
陌　

銅
駝
接
す

華
軒
翼
葆
吹　
　

華
軒
は
葆
吹
を
翼
（
ひ
ろ
）
げ

飛
蓋
響
鳴
珂　
　

飛
蓋
は
鳴
珂
を
響
か
す

潘
郞
車
欲
滿　
　

潘
郞　

車
滿
た
ん
と
欲
す

無
奈
擲
芲
何　
　

擲
芲
を
奈
何
と
も
す
る
無
し

こ
こ
で
洛
陽
描
寫
の
主
眼
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
繁
華
な
さ
ま
で
あ
る
。

柳
が
繁
る
春
の
情
景
を
點
描
し
、
都
の
賑
わ
い
の
中
、
各
種
の
催
し
が
行
わ
れ
る

こ
と
を
歌
う
。
そ
し
て
金
屬
製
の
動
物
の
立
像
が
立
ち
竝
ぶ
壯
麗
な
大
通
り
の
樣

子
、
豪
奢
な
馬
車
が
行
き
過
ぎ
て
い
く
樣
子
を
描
き
出
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
徐

陵
の
描
寫
の
中
に
は
、
沈
約
「
登
高

春
」
に
お
け
る
長
安
・
洛
陽
の
描
き
方
と

の
共
通
點
を
多
く
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一
方
、
洛
陽
ら
し
い
表
現
と
し
て
、
美
貌
で
知
ら
れ
る
潘
岳
に
言
及
す
る
點
が

擧
げ
ら
れ
る
。
潘
岳
と
言
え
ば
、
若
い
こ
ろ
街
に
繰
り
出
せ
ば
、
女
性
た
ち
が

こ
ぞ
っ
て
彼
に
果
物
を
投
げ
た
と
い
う
逸
話
が
、『
晉
書
』
に
載
せ
ら
れ
て
い
る（

４
）。

潘
岳
に
關
わ
る
表
現
は
、「
洛
陽
衟
」
に
好
ん
で
用
い
ら
れ
、「
玉
車
は
爭
い
て

晚
に
入
り
、
潘
果
は
高
箱
に
溢
る
（
玉
車
爭
晚
入
、
潘
果
溢
高
箱
）」（
梁

文
帝
「
洛

陽
衟
」、『
玉
臺
新
詠
』
卷
七
）
や
、「
潘
生
は
時
に
未
だ
﨤
ら
ず
、
遙
心
は
徒
ら
に

眷
然
た
り
（
潘
生
時
未
﨤
、
遙
心
徒
眷
然
）」（
庾
肩
吾
「
洛
陽
衟
」、『
樂
府
詩
集
』
卷
二

三
）
な
ど
と
歌
わ
れ
て
い
る
。
潘
岳
の
モ
チ
ー
フ
は
、
洛
陽
ら
し
さ
を
表
現
す
る

と
と
も
に
、
沈
約
作
品
に
お
け
る
「
齊
僮
」「
趙
女
」
と
同
じ
く
、
都
の
人
々
の

通
項
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
の
上
で
强
く
結
び
つ
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ

も
、
詩
題
の
「

春
」
の
舞
臺
に
最
も
相
應
し
い
場
所
と
し
て
、
長
安
・
洛
陽
を

設
定
す
る
點
が
都
と
春
と
の
結
び
つ
き
を
證
朙
し
て
い
る
。

都
は
華
や
か
で
活
氣
の
あ
る
美
し
い
場
所
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
表
現
の
中

に
負
の
要
素
は
一
切
含
ま
れ
て
い
な
い
。
陽
性
の
事
物
で
彩
ら
れ
た
表
現
の
背
景

に
は
、
詩
人
た
ち
の
華
北
の
都
に
對
す
る
憧
憬
の
念
が
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

當
時
の
詩
人
た
ち
が
華
北
の
都
を
特
に
好
み
、
憧
憬
の
念
を
抱
い
て
い
た
こ
と

は
、
彼
ら
が
華
北
の
都
を
歌
う
た
め
の
樂
府
題
を
新
た
に
作
り
上
げ
て
い
る
こ
と

に
端
的
に
表
れ
て
い
る
。
長
安
と
洛
陽
に
關
わ
る
古
く
か
ら
あ
る
樂
府
題
と
し
て
、

「
長
安
㊒
狹
斜
行
」
や
「
煌
煌
京
洛
行
」
が
あ
る
が
、
梁
の
詩
人
た
ち
は
そ
れ
に

飽
き
足
ら
ず
、
新
た
に
「
長
安
衟
」
と
「
洛
陽
衟
」
と
い
う
樂
府
題
を
創
作
し
て

い
る
。

こ
の
新
た
な
樂
府
題
の
創
作
背
景
に
つ
い
て
は
、
增
田
淸
秀
氏
に
よ
っ
て
す
で

に
考
察
さ
れ
て
い
る（

２
）。
增
田
氏
は
「「
長
安
衟
」
と
「
洛
陽
衟
」
は
、
と
も
に
梁

の
武
帝
の
時
代
に
創
作
さ
れ
た
歌
曲
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
」
と
述
べ（

３
）、
梁
代
に

こ
の
二
曲
が
創
作
さ
れ
た
背
景
と
し
て
、「
一
つ
は
、
梁
代
の
樂
府
作
家
の
中
で
、

長
安
・
洛
陽
の
古
都
に
對
し
て
、
そ
れ
ら
を
歌
詠
し
た
古
曲
を
主
題
に
す
る
だ
け

で
は
飽
き
足
り
な
い
で
、
進
ん
で
新
曲
を
作
ろ
う
と
圖
る
者
が
出
た
こ
と
。
い
ま

一
つ
は
、
南
朝
人
が
等
し
く
懷
抱
せ
る
古
都
へ
の
憧
憬
と
慕
情
を
、
梁
人
が
積

極
的
に
歌
曲
の
樣
式
で
具
象
化
し
よ
う
と
し
た
こ
と
」
を
擧
げ
て
い
る
。「
長
安

衟
」
と
「
洛
陽
衟
」
は
、
梁
の
詩
人
た
ち
の
華
北
の
都
に
對
す
る
憧
れ
が
高
じ
て

生
み
出
さ
れ
た
樂
府
題
と
言
え
よ
う
。

「
長
安
衟
」
と
「
洛
陽
衟
」
の
作
者
と
し
て
、
庾
信
が
仕
え
た
梁

文
帝
や
、

庾
信
と
と
も
に
梁
の
文
壇
で
創
作
活
動
に
携
わ
っ
た
徐
陵
な
ど
の
名
が
竝
ぶ
。
庾

信
が
梁
に
あ
っ
た
こ
ろ
、
文
壇
を
先
導
す
る
立
場
に
あ
っ
た
詩
人
た
ち
は
、
い
か
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を
感
得
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
古
都
は
二
つ
で
も
あ
り
、

ま
た
、
一
つ
で
も
あ
る
と
い
う
曖
昧
な
古
都
觀
を
懷
い
て
い
た（

６
）」
と
述
べ
て
い
る
。

梁
元
帝
の
「
長
安
衟
」
に
お
け
る
長
安
と
洛
陽
と
を
一
體
に
し
て
描
く
手
法
は
、

當
時
の
詩
人
た
ち
の
一
般
的
な
認
識
―
曖
昧
な
古
都
觀
―
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
た
め
、
長
安
の
描
き
方
は
洛
陽
の
描
き
方
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
元

帝
の
作
品
で
も
建
ち
竝
ぶ
壯
麗
な
建
物
、
大
通
り
を
行
く
華
や
か
な
馬
車
な
ど
が

取
り
上
げ
ら
れ
、
人
々
が
に
ぎ
や
か
に
行
き
交
う
場
面
を
切
り
取
っ
て
い
る
。
こ

こ
で
は
潘
岳
で
は
な
く
「
燕
姬
」「
趙
女
」
と
い
っ
た
美
女
た
ち
が
登
場
す
る
が
、

麗
し
い
人
々
を
登
場
さ
せ
る
點
は
共
通
し
て
い
る
。

そ
し
て
長
安
の
季
節
も
春
で
あ
る
こ
と
が
、「
淹
留
し
て
上
春
を
重
ぬ
」
句
か

ら
知
ら
れ
る
。
こ
の
句
は
「
燕
姬
」「
趙
女
」
ら
と
と
も
に
留
ま
っ
て
、
春
の
宴

を
續
け
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
淹
留
」
す
る
も
の
を
都
の

繁
榮
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
長
安
の
都
の
中
に
都
の

種
々
の
に
ぎ
わ
い
を
留
め
て
、
春
眞
っ
盛
り
の
時
閒
を
重
ね
て
い
く
。
永
遠
に
續

い
て
い
く
都
の
繁
榮
を
も
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。

梁
陳
の
詩
人
た
ち
は
、
華
北
の
都
で
あ
る
長
安
・
洛
陽
を
繁
華
な
美
し
い
場
所

と
し
て
描
き
出
し
て
い
た
。
二
都
を
描
く
際
に
、
負
の
要
素
を
一
切
取
り
上
げ
ず
、

陽
性
の
華
や
か
な
事
物
で
彩
り
、
ひ
い
て
は
二
都
を
描
く
た
め
だ
け
の
樂
府
題
を

新
た
に
作
り
上
げ
た
詩
人
た
ち
の
創
作
意
欲
を
支
え
て
い
た
の
は
、
華
北
の
都
に

對
す
る
强
烈
な
憧
れ
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

た
だ
、
こ
の
憧
憬
の
念
は
二
都
を
遠
い
も
の
と
し
て
と
ら
え
、
畏
敬
の
念
を
抱

く
、
と
い
っ
た
心
情
で
は
な
か
っ
た
。
本
章
の
冐
頭
で
見
た
よ
う
に
南
朝
の
都
・

建
康
を
描
く
際
に
華
北
の
都
の
名
を
冠
し
て
歌
っ
た
背
景
に
は
、
華
北
の
都
を
親

密
な
場
所
と
し
て
と
ら
え
る
愛
着
の
情
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
臺
灣
の
王
文
進

麗
し
さ
を
も
表
現
す
る
效
果
を
㊒
し
て
い
る
。

次
に
擧
げ
る
梁
元
帝
の
「
長
安
衟
」（『
樂
府
詩
集
』
卷
二
三
）
で
は
、
長
安
と
洛

陽
と
が
渾
然
一
體
と
な
っ
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

西
接
長
楸
衟　
　

西
は
長
楸
の
衟
に
接
し

南

小
平
津　
　

南
に
小
平
津
を

む

飛
甍
臨
綺
翼　
　

飛
甍
は
綺
翼
に
臨
み

輕
軒
影
畫
輪　
　

輕
軒
は
畫
輪
に
影
な
す

雕
鞍
承
赭
汗　
　

雕
鞍
は
赭
汗
を
承
け

槐
路
起
紅
塵　
　

槐
路
に
紅
塵　

起
こ
る

燕
姬
雜
趙
女　
　

燕
姬　

趙
女
を
雜
え

淹
留
重
上
春　
　

淹
留
し
て
上
春
を
重
ぬ

第
一
句
の
「
西
は
長
楸
の
衟
に
接
す
」
は
、
曹
植
「
名
都
篇
」（『
文
選
』
卷
二

七
）
の
「
馬
を
走
ら
す
長
楸
の
閒
（
走
馬
長
楸
閒
）」
に
基
づ
く
。「
名
都
篇
」
と

は
「
京
洛
は
少
年
を
出
だ
す
（
京
洛
出
少
年
）」
と
歌
う
洛
陽
を
舞
臺
と
す
る
作
品

で
あ
る
。
ま
た
第
二
句
の
「
小
平
津
」
は
河
南
郡
鞏
縣
に
あ
り（

５
）、
こ
れ
も
洛
陽
に

屬
す
る
地
名
で
あ
る
。
元
帝
「
長
安
衟
」
は
、
冐
頭
二
句
で
洛
陽
に
つ
い
て
歌
っ

て
お
り
、
長
安
と
洛
陽
と
を
別
々
の
場
所
だ
と
區
別
せ
ず
に
描
く
發
想
が
見
て
取

れ
る
。

長
安
と
洛
陽
と
を
區
別
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
增
田
氏
は
梁
代
の
詩
人
た
ち

が
抱
い
て
い
た
「
曖
昧
な
古
都
觀
」
を
指
摘
す
る
。
增
田
氏
は
「
梁
人
は
、
槪
む

ね
長
安
も
洛
陽
も
等
し
く
古
都
で
あ
る
と
い
う
見
地
か
ら
、
歌
辭
が
歌
題
に
𣷹
っ

て
い
る
か
否
か
を
、
ま
っ
た
く
咎
め
立
て
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
し
て
ま
た
、
二

つ
の
古
都
に
對
し
て
、
相
等
し
い
憧
憬
と
慕
情
を
寄
せ
て
い
た
か
ら
、
一
た
び
長

安
を
想
起
す
れ
ば
、
直
ち
に
洛
陽
を
連
想
す
る
と
い
う
連
鎻
反
應
に
左
右
さ
れ
て
、

兩
都
が
不

不
離
の
地
に
在
る
か
の
よ
う
に
錯
覺
し
、
兩
都
閒
の
地
理
上
の
距
離
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二
、
庾
信
北
朝
朞
作
品
に
お
け
る
「
長
安
」
表
現

　
　
　
　
―
邊
境
描
寫
と
の
關
わ
り

で
は
、
多
く
の
南
朝
人
と
異
な
り
、
實
際
に
長
安
を
目
に
し
た
庾
信
は
、
北
朝

に
在
っ
て
華
北
の
都
を
ど
の
よ
う
に
描
く
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
第
二
章

で
は
、
庾
信
の
北
朝
朞
の
作
品
に
お
い
て
、
長
安
を
描
く
際
、
邊
境
描
寫
に
特
徵

的
な
表
現
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
庾
信
作
品
に
お
け
る
長
安
表
現
の
獨

自
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

『
周
書
』
を
見
る
と
、
北
周
政
府
は
庾
信
が
故
鄕
江
南
に
歸
る
こ
と
を
許
さ
な

か
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る）

（1
（

。
庾
信
の
代
表
作
「
哀
江
南
賦
」
序
文
の
「
鍾
儀
の

君
子
は
、
入
り
て
南
冠
の
囚
に
就
く
。
季
孫
の
行
人
は
、
留
ま
り
て
西
河
の
館
を

守
る）

（（
（

（
鍾
儀
君
子
、
入
就
南
冠
之
囚
。
季
孫
行
人
、
留
守
西
河
之
館
）」（『
庾
子
山
集
㊟
』

卷
二
）
か
ら
は
、
故
鄕
梁
へ
の
思
い
を
强
く
持
ち
な
が
ら
、
長
安
で
生
き
て
い
か

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
庾
信
の
苦
し
み
を
讀
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

子
供
を
失
く
し
た
悲
し
み
と
亡
國
の
悲
し
み
を
詠
う
「
傷
心
賦
」（『
庾
子
山
集

㊟
』
卷
一
）
で
は
、
秦
川
で
過
ご
す
こ
と
に
對
す
る
恨
み
が
次
の
よ
う
に
表
現
さ

れ
て
い
る
。

況
乃
流
寓
秦
川　
　

況
ん
や
乃
ち
秦
川
に
流
寓
し

飄
颻
播
遷　
　
　
　

飄
颻
し
て
播
遷
す

從
官
非
官　
　
　
　

官
に
從
う
も
官
に
非
ず

歸
田
不
田　
　
　
　

田
に
歸
り
て
も
田
つ
く
ら
ず

對
玉
關
而
羈
旅　
　

玉
關
に
對
し
て
羈
旅
し

坐
長
河
而
暮
年　
　

長
河
に
坐
し
て
暮
年
す

已
觸
目
於
萬
恨　
　

已
に
目
を
萬
恨
に
觸
れ
し
め

更
傷
心
於
九
泉　
　

更
に
心
を
九
泉
に
傷
つ
く

氏
も
、
南
朝
の
人
々
が
漢
代
の
長
安
を
好
ん
で
取
り
上
げ
る
こ
と
に
觸
れ
、
こ
う

し
た
表
現
は
現
在
の
建
康
と
漢
代
の
長
安
と
の
境
界
を
取
り
除
い
た
よ
う
な
、
時

空
を
混
在
さ
せ
た
表
現
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
表
現
を

生
み
出
し
た
要
因
と
し
て
、
王
氏
は
第
一
に
「
華
北
の
都
に
對
す
る
愛
着
（
北
都

神
州
的
意
識
依
戀
）」
を
擧
げ
て
い
る
の
で
あ
る（
７
）。
こ
の
愛
着
は
、
自
分
た
ち
は
か

つ
て
中
原
に
芲
開
い
た
文
化
の
正
統
的
な
繼
承
者
で
あ
る
と
い
う
、
南
朝
人
の
自

負
か
ら
生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
要
す
る
に
、
當
時
の
詩
人
た
ち
は
華
北
の
都

に
對
し
て
、
愛
着
を
伴
っ
た
憧
憬
の
念
を
抱
い
て
お
り
、
そ
う
し
て
描
き
出
さ
れ

た
華
北
の
都
は
、
繁
華
な
美
し
い
場
所
と
し
て
の
性
格
を
自
然
と
帶
び
て
い
っ
た

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
付
け
加
え
て
お
き
た
い
の
は
、
庾
信
も
南
朝
梁
に
あ
っ
た
と
き
は
、
當

時
の
詩
人
た
ち
と
同
樣
、
い
や
そ
れ
以
上
に
華
や
か
に
、
華
北
の
都
を
繁
華
な
美

し
い
場
所
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
南
朝
朞
の
作
品
と
さ
れ

る
「
春
賦
」（『
庾
子
山
集
㊟
』
卷
一
）
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

宜
春
苑
中
春
已
歸　
　

宜
春
苑
中　

春
已
に
歸
し
て

披
香
殿
裏
作
春
衣　
　

披
香
殿
裏　

春
衣
を
作
す

新
年
鳥
聲
千
種
囀　
　

新
年
の
鳥
聲
は
千
種
の
囀
り

二
⺼
楊
芲
滿
路
飛　
　

二
⺼
の
楊
芲
は
路
に
滿
ち
て
飛
ぶ

河
陽
一
縣
倂
是
芲　
　

河
陽
一
縣
倂
び
に
是
れ
芲
な
り

金
谷
從
來
滿
園
樹　
　

金
谷
從
來
滿
園
の
樹

長
安
宮
城
內
に
あ
っ
た
「
宜
春
苑（

８
）」、「
披
香
殿（
９
）」
の
名
を
擧
げ
る
と
同
時
に
、

第
五
・
六
句
で
河
陽
太
守
で
あ
っ
た
潘
岳
、
金
谷
苑
を
所
㊒
し
た
石
崇
等
、
西
晉

の
貴
族
に
も
言
及
し
、
長
安
と
洛
陽
と
が
渾
然
一
體
と
重
な
り
合
っ
た
境
地
を
描

き
出
し
て
い
る
。
こ
の
表
現
か
ら
、
當
時
の
庾
信
も
梁
朝
の
他
の
詩
人
た
ち
と
同

樣
、
華
北
の
都
に
對
す
る
憧
憬
の
念
を
㊒
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
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懸
想
關
山
☃　
　

懸
け
て
想
う　

關
山
の
☃

遊
子
河
梁
上　
　

遊
子　

河
梁
の
上

應
將
蘇
武
別　
　

應
に
蘇
武
と
別
る
べ
し

　

第
三
、
四
句
で
荊
軻
と
李
陵
と
を
對
に
す
る
。「
復
た
還
ら
ず
」
は
、
荊
軻
の

易
水
の
歌
「
壯
士
一
た
び
去
り
て
復
た
還
ら
ず
（
壯
士
一
去
兮
不
復
還
）」（『
史
記
』

卷
八
六
・
刺
客
列
傳
）
に
基
づ
き
、
第
一
句
を
受
け
た
も
の
。
そ
し
て
第
二
句
を
受

け
る
第
三
句
で
、
李
陵
は
「
此
よ
り
去
る
」
と
、
も
と
あ
っ
た
場
所
か
ら
離
れ
て

行
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
歌
う
。
具
體
的
な
位
置
關
係
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
と

も
に
各
々
の
目
的
地
で
あ
る
異
鄕
（
秦
と
匈
奴
の
地
）
へ
の
衟
程
を
暗
示
し
た
表

現
が
選
擇
さ
れ
て
い
る
。
二
つ
の
衟
の
り
を
竝
置
す
る
こ
と
で
、
二
者
の
共
通
點

で
あ
る
、
衟
程
の
先
に
あ
る
故
鄕
に
歸
れ
な
い
絕

が
よ
り
强
調
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
作
品
の
最
終
二
句
は
、
李
陵
作
と
さ
れ
る
「
與
蘇
武
詩
三
首
」
其
の
三

（『
文
選
』
卷
二
九
）
の
「
手
を
携
え
て
河
梁
を
上
る
、
遊
子　

暮
れ
に
何
く
に
か

之
く
（
携
手
上
河
梁
、
遊
子
暮
何
之
）」
に
基
づ
く
。「
應
に
蘇
武
と
別
る
べ
し
」
か

ら
は
、
漢
へ
と
歸
還
す
る
蘇
武
を
見
送
る
視
點
が
讀
み
取
れ
、
こ
の
歌
い
手
は
邊

境
に
取
り
殘
さ
れ
る
李
陵
の
側
に
立
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
荊
軻

に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
歌
い
手
は
、
あ
た
か
も
邊
境
の
地
に
あ
る
李
陵
の
ご
と
く
、

秦
の
地
で
過
ご
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
者
の
對
置
に
よ
っ
て
、
秦
の
地
と
邊
境

の
地
が
同
等
の
苦
し
み
の
場
で
あ
る
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
よ
う
。

　
「
擬
詠
懷
」
其
の
二
六
で
は
、
荊
軻
と
蘇
武
と
を
對
に
し
て
い
る
。

秋
風
蘇
武
別　
　

秋
風　

蘇
武
に
別
れ

寒
水
送
荊
軻　
　

寒
水　

荊
軻
を
送
る

　

こ
の
作
品
で
は
、
蘇
武
と
荊
軻
の
別
れ
の
場
面
を
特
に
取
り
出
し
て
い
る
。
李

陵
に
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
庾
信
の
贈
答
詩
に
「
蘇
武
」
の
語
の
み
を
用
い
て

李
陵
の
存
在
を
際
立
た
せ
る
表
現
の
例）

（1
（

が
あ
り
、
こ
こ
で
も
暗
に
李
陵
の
存
在
が

　
「
秦
川
に
流
寓
す
」、
秦
川
に
假
住
ま
い
す
る
と
の
言
葉
に
は
、
第
一
章
で
述
べ

た
華
北
の
都
に
對
す
る
憧
憬
の
念
は
含
ま
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
中
で
も
㊟
目

し
た
い
の
は
、「
玉
關
に
對
し
て
羈
旅
す
」
と
い
う
、
長
安
で
の
生
活
を
、
西
域

の
僻
地
で
あ
る
玉
門
關
で
の
羈
旅
と
重
ね
合
わ
せ
る
表
現
で
あ
る
。
長
安
を
描
く

際
、
邊
境
を
引
き
合
い
に
出
す
の
は
、
當
時
長
安
が
異
民
族
の
統
治
下
に
あ
っ
た

こ
と
が
影
響
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
表
現
の
レ
ベ
ル
で
考
え
れ
ば
、
邊
境
の

地
を
旅
す
る
、
ま
た
は
そ
こ
で
從
軍
す
る
人
々
の
よ
う
な
、

鄕
の
思
い
と
苦
し

み
を
背
負
っ
て
長
安
で
過
ご
す
庾
信
の
心
情
が
强
調
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

長
安
と
邊
境
と
を
重
ね
合
わ
せ
る
表
現
は
、
庾
信
の
代
表
作
「
擬
詠
懷
二
十
七

首
」（『
庾
子
山
集
㊟
』
卷
三
）
の
中
に
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
擬
詠
懷
」

に
は
、
荊
軻
に
つ
い
て
述
べ
る
も
の
が
三
例
あ
り
、
そ
の
う
ち
二
例
は
荊
軻
と
李

陵
蘇
武
と
を
對
置
し
て
い
る
。
荊
軻
は
始
皇
帝
暗
殺
の
任
を
帶
び
て
、
燕
か
ら
秦

の
咸
陽
に
向
か
っ
た
人
物
で
あ
り
、
庾
信
自
身
も
西
魏
と
の
講
和
と
い
う
大
任
を

帶
び
て
、
南
朝
梁
か
ら
長
安
に
向
か
っ
た
。
彼
ら
の
衟
程
は
、
出
發
點
こ
そ
異
な

っ
て
い
る
も
の
の
、
と
も
に
秦
の
方
向
へ
向
か
っ
て
い
る
點
は
共
通
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
荊
軻
は
庾
信
自
身
を
な
ぞ
ら
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の

荊
軻
と
李
陵
蘇
武
と
を
對
置
す
る
こ
と
で
、
庾
信
は
な
に
を
表
現
し
よ
う
と
し
た

の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
、「
擬
詠
懷
」
其
の
十
を
見
て
い
こ
う
。

悲
歌
度
遼
水　
　

悲
歌
し
て
遼
水
を
度
り

弭
節
出
陽
關　
　

弭
節
し
て
陽
關
を
出
づ

李
陵
從
此
去　
　

李
陵
は
此
よ
り
去
り

荊
卿
不
復
還　
　

荊
卿
は
復
た
還
ら
ず

故
人
形
影
滅　
　

故
人
は
形
影
滅
し

音
書
兩
俱
絕　
　

音
書
は
兩
つ
な
が
ら
俱
に
絕
え
た
り

遙
看
塞
北
雲　
　

遙
か
に
看
る　

塞
北
の
雲
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か
し
庾
信
は
「
怨
歌
行
」
の
題
の
下
、
宮
女
で
は
な
く
金
陵
（
建
康
）
か
ら
長
安

へ
と
嫁
い
だ
女
性
を
主
人
公
に
据
え
、
そ
の
女
性
が
夫
に
苦
し
み
を
訴
え
る
さ
ま

を
次
の
よ
う
に
描
き
出
し
て
い
る
。

家
住
金
陵
縣
歬　
　

家
は
住
む　

金
陵
縣
の
歬

嫁
得
長
安
少
年　
　

嫁
し
得
た
り　

長
安
の
少
年

回
頭

鄕
淚
落　
　

頭
を
回
ら
し
て
鄕
を

め
ば
淚
は
落
つ

不
知
何
處
天
邊　
　

知
ら
ず　

何
處
の
天
邊
な
る
か
を

胡
塵
幾
日
應
盡　
　

胡
塵
は
幾
日
か
應
に
盡
く
べ
き

漢
⺼
何
時
更
圓　
　

漢
⺼
は
何
時
か
更
に
圓
か
な
る

爲
君
能
歌
此
曲　
　

君
が
爲
に
能
く
此
の
曲
を
歌
う
も

不
覺
心
隨
斷
弦　
　

覺
え
ず
し
て
心
は
斷
弦
に
隨
う

　

金
陵
縣
か
ら
長
安
の
男
性
に
嫁
い
で
、
こ
こ
長
安
へ
と
や
っ
て
來
た
。
振
り
﨤

り
故
鄕
を

め
ば
淚
が
流
れ
て
く
る
。
一
體
故
鄕
は
ど
こ
の
空
の
下
に
あ
る
の
だ

ろ
う
。
胡
地
に
舞
う
塵
は
い
つ
の
日
に
な
れ
ば
な
く
な
り
、
漢
を
照
ら
す
⺼
は
い

つ
に
な
れ
ば
滿
⺼
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
あ
な
た
樣
の
た
め
に
こ
の
歌
を
歌
う
こ
と

は
で
き
る
け
れ
ど
、
知
ら
な
い
う
ち
に
私
の
心
は
絃
と
と
も
に
斷
ち
切
れ
そ
う
だ
。

　

こ
の
作
品
に
は
、
邊
境
を
舞
臺
と
す
る
作
品
に
特
徵
的
な
「
胡
塵
」
や
「
漢

⺼
」
と
い
っ
た
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
長
安
を
舞
臺
と
す
る
「
怨
歌
行
」
に
お

い
て
、「
胡
」
と
「
漢
」
は
一
體
ど
こ
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
庾
信
の
作

品
に
つ
い
て
考
察
す
る
歬
に
、「
胡
塵
」
や
「
漢
⺼
」
と
い
う
表
現
が
、
庾
信
以

歬
及
び
同
時
朞
の
南
朝
の
詩
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
い
か
に
用
い
ら
れ
て
き
た
の
か

に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
「
胡
」
と
「
漢
」
と
を
對
比
す
る
表
現
手
法
に
つ

い
て
考
察
す
る
。
こ
の
手
法
は
、
鮑
照
の
邊
境
を
歌
う
作
品
に
初
め
て
見
ら
れ
る）

（1
（

。

邊
境
で
從
軍
す
る
兵
士
を
描
く
鮑
照
「
代
陳
思
王
白
馬
篇
」（『
鮑
氏
集
』
卷
三
）

に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

示
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
大
任
を
帶
び
て
秦
に
送
り
出
さ
れ
る
荊
軻
と
、
友

が
去
り
邊
境
に
取
り
殘
さ
れ
る
李
陵
と
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
邊
境
で
過
ご

す
苦
し
み
と
同
等
の
苦
し
み
が
秦
の
地
で
待
っ
て
い
る
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

　

荊
軻
に
言
及
す
る
も
う
一
例
「
擬
詠
懷
」
其
の
三
は
、
荊
軻
と
隴
頭
を
越
え
て

い
く
「
秦
人
」
と
を
對
置
し
て
い
る
。

燕
客
思
遼
水　
　

燕
客
は
遼
水
を
思
い

秦
人

隴
頭　
　

秦
人
は
隴
頭
よ
り

む

　
「
秦
人
は
隴
頭
よ
り

む
」
は
「
隴
頭
流
水
」
歌
辭
、「
隴
頭
の
流
水
、
鳴
聲

幽
か
に
咽
ぶ
。
遙
か
に
秦
川
を

む
、
肝
腸　

斷
絕
す
（
隴
頭
流
水
、
鳴
聲
幽
咽
。

遙

秦
川
、
肝
腸
斷
絕
）」（『
初
學
記
』
卷
一
五
に
引
く
辛
氏
『
三
秦
記
』）
に
基
づ
く
。

「
隴
」
は
中
原
か
ら
西
域
へ
の
入
口
で
あ
り
、
人
々
は
「
隴
」
で
故
鄕
を
見
納
め

嘆
い
た
と
『
後
漢
書
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
つ
ま
り
、
こ
の
「
秦
人
」
と
は
單

な
る
秦
出
身
者
で
は
な
く
、
秦
か
ら
西
域
へ
の
邊
境
に
向
か
う
衟
程
に
あ
る
人
を

指
し
、
や
は
り
荊
軻
と
對
置
す
る
も
の
と
し
て
、
邊
境
で
苦
し
む
人
が
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
。

　

荊
軻
が
庾
信
自
身
を
な
ぞ
ら
え
た
も
の
と
見
な
す
な
ら
ば
、
荊
軻
の
よ
う
に
秦

の
地
に
赴
き
、
そ
こ
で
過
ご
す
庾
信
の
境
遇
が
、
あ
た
か
も
李
陵
が
邊
境
の
地
に

取
り
殘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
と
歌
っ
て
い
る
に
等
し
い
。
庾
信
は
長
安
で

過
ご
す
自
身
の
心
境
を
歌
お
う
と
す
る
と
き
、
匈
奴
の
地
に
あ
る
李
陵
の
苦
難
に

そ
の
表
現
の
形
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
「
怨
歌
行
」（『
庾
子
山
集
㊟
』
卷
五
）
に
も
、
長
安
で
過
ご
す
心
境
を
、

邊
境
に
い
る
苦
し
み
に
な
ぞ
ら
え
た
表
現
が
見
え
る
。
そ
も
そ
も
「
怨
歌
行
」
は
、

寵
愛
の
喪
失
を
恐
れ
る
宮
女
の
不
安
を
歌
う
「
宮
怨
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
樂
府
題

で
、
歬
漢
の
班
婕
妤
の
作
品
（『
文
選
』
卷
二
七
）
が
最
も
古
い
も
の
で
あ
る
。
し
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こ
こ
で
「
胡
」
は
邊
境
描
寫
に
特
徵
的
に
描
か
れ
る
「
秋
」
の
季
節
に
冠
さ
れ

る）
（1
（

一
方
、「
漢
」
は
歌
い
手
の
思
い
人
を
暗
示
す
る
景
物
「
⺼）
（1
（

」
に
冠
さ
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
兵
士
の

鄕
の
念
を
表
す
「
⺼
」
は
、「
胡
秋
」
に
覆
わ
れ
て
い
る
。

徐
陵
は
對
比
表
現
に
よ
っ
て
、
邊
境
に
あ
っ
て
故
鄕
を
思
う
兵
士
の
姿
と
、
そ
の

鄕
の
念
を
覆
い
隱
そ
う
と
す
る
邊
境
空
閒
、
と
い
う
人
と
空
閒
と
の
相
克
を
描

き
出
し
て
い
る
。

以
上
の
例
よ
り
、
胡
と
漢
の
對
比
手
法
の
特
徵
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
ま

と
め
ら
れ
る
。
ま
ず
、
こ
の
手
法
は
邊
境
を
舞
臺
と
す
る
作
品
に
お
い
て
用
い
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
身
の
回
り
は
一
面
邊
境
の
風
土
に
取
り
圍
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
、

「
胡
」
の
語
が
表
現
し
、
一
點
だ
け
は
邊
境
の
風
土
に
染
ま
ら
な
い
も
の
が
存
在

す
る
こ
と
を
「
漢
」
の
語
が
表
現
す
る
。
鮑
照
の
例
で
は
、「
漢
」
の
語
は
兵
士

の
心
情
に
關
わ
る
「
節
」
や
「
思
」
に
冠
さ
れ
、
兵
士
の
內
面
は
決
し
て
「
胡
」

に
は
侵
さ
れ
な
い
、
と
い
う
邊
境
に
對
す
る
兵
士
の
反
發
の
情
を
示
し
て
い
た
。

さ
ら
に
徐
陵
の
例
で
は
、

鄕
の
念
を
象
徵
す
る
「
⺼
」
を
覆
い
隱
す
邊
境
空
閒

が
描
か
れ
、
空
閒
が
人
を
侵
そ
う
と
す
る
勢
い
が
表
現
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ

て
、
胡
と
漢
の
對
比
は
、
人
と
空
閒
と
が
反
發
し
あ
う
相
容
れ
な
い
關
係
性
を
提

示
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
手
法
は
、
王
昭
君
を
歌
う
作
品
の
中
で
好
ん
で
用
い
ら
れ
て
き
た
。

梁

文
帝
の
「
朙
君
詞
」（『
樂
府
詩
集
』
卷
二
九
）
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

一
去
葡
萄
觀　
　

一
た
び
葡
萄
觀
を
去
り

長
別
披
香
宮　
　

長
（
と
こ
し
え
）
に
披
香
宮
と
別
る

秋
簷
照
漢
⺼　
　

秋
簷
に
漢
⺼
は
照
ら
し

愁
帳
入
胡
風　
　

愁
帳
に
胡
風
は
入
る

　

長
安
を
離
れ
て
匈
奴
の
地
に
暮
ら
す
王
昭
君
に
と
っ
て
も
、
兵
士
と
同
じ
く
⺼

だ
け
が
故
鄕
・
長
安
を
偲
ぶ
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
身
邊
に
は
漢
出
身
の

埋
身
守
漢
節　
　

身
を
埋
め
て
漢
節
を
守
り

沈
命
對
胡
封　
　

命
を
沈
め
て
胡
封
に
對
す

薄
暮
塞
雲
起　
　

薄
暮　

塞
雲
起
こ
り

飛
沙
披
遠
松　
　

飛
沙　

遠
松
を
披
（
お
お
）
う

　

從
軍
す
る
兵
士
の
立
つ
場
所
は
、
雲
が
沸
き
起
こ
り
、
砂
が
風
に
吹
か
れ
て
飛

ぶ
邊
境
の
地
で
あ
る
。
自
分
は
異
民
族
の
領
土
「
胡
封
」
で
命
を
落
と
す
だ
ろ
う

が
、
漢
に
對
す
る
忠
節
「
漢
節
」
を
守
る
と
い
う
。「
胡
」
は
兵
士
が
今
立
っ
て

い
る
場
に
冠
さ
れ
、「
漢
」
は
兵
士
の
心
情
に
關
わ
る
語
に
冠
さ
れ
る
。

　

次
の
鮑
照
「
代
出
自
薊
北
門
行
」（『
鮑
氏
集
』
卷
三
）
に
も
、
胡
と
漢
の
對
比

の
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

簫
鼓
流
漢
思　
　

簫
鼓
は
漢
思
を
流
し

旌
甲
被
胡
霜　
　

旌
甲
は
胡
霜
に
被
わ
る

疾
風
衝
塞
起　
　

疾
風
は
塞
を
衝
き
て
起
こ
り

沙
礫
自
飄
揚　
　

沙
礫
は
自
ら
飄
揚
す

　

こ
の
作
品
の
舞
臺
も
、
砂
が
卷
き
上
が
る
邊
境
地
帶
で
あ
り
、
上
に
同
じ
く

「
胡
」
は
兵
士
が
立
っ
て
い
る
場
に
降
る
霜
に
冠
さ
れ
、「
漢
」
は
兵
士
の
心
情
に

冠
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
對
比
の
手
法
は
、
邊
境
に
い
る
と
い
う
兵
士
の

迯
れ
よ
う
の
な
い
現
實
の
狀
況
を
朙
示
し
、
か
つ
そ
の
狀
況
に
あ
る
か
ら
こ
そ
强

く
意
識
さ
れ
る
兵
士
の

鄕
の
念
を
際
立
た
せ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

鮑
照
の
「
代
出
自
薊
北
門
行
」
を
踏
襲
し
た
徐
陵
の
「
出
自
薊
北
門
行
」（『
藝

文
類
聚
』
卷
四
一
）
も
、
胡
と
漢
の
對
比
を
用
い
て
い
る
。

屢
戰
橋
恆
斷　
　

屢
し
ば
戰
い
て
橋
は
恆
に
斷
た
れ

長
冰
壍
不
流　
　

長
く
冰
り
て
壍
（
ほ
り
）
は
流
れ
ず

天
雲
如
地
陣　
　

天
雲
は
地
陣
の
如
し

漢
⺼
帶
胡
秋　
　

漢
⺼
は
胡
秋
を
帶
ぶ
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す
る
こ
と
も
し
な
い
、
閉
塞
さ
れ
た
空
閒
と
し
て
立
ち
現
れ
る
。

　

庾
信
「
怨
歌
行
」
に
描
か
れ
る
女
性
も
、
空
閒
に
閉
塞
さ
れ
て
い
る
心
情
を
吐

露
し
て
い
る
。
今
い
る
場
所
と
故
鄕
と
の
距
離
を
「
何
處
の
天
邊
」
と
い
い
、
長

安
か
ら
金
陵
の
衟
の
り
以
上
に
懸
隔
の
あ
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
、
か
つ
故
鄕
の

方
向
を
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
悲
し
み
を
歌
う
。
な
ぜ
故
鄕
の
方
向
を
知
り
得
な

い
の
か
と
言
え
ば
、「
胡
塵
は
幾
日
か
應
に
盡
く
べ
き
」、
今
い
る
空
閒
か
ら
起
き

て
く
る
塵
が
あ
た
り
を
覆
い
隱
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
漢
⺼
は
何
時

か
更
に
圓
か
な
る
」
と
、
滿
⺼
を

め
ず
圓
滿
な
未
來
も
朞
待
で
き
な
い
見
通

し
の
持
て
な
い
狀
況
を
歌
う
。「
怨
歌
行
」
で
は
胡
と
漢
の
對
比
表
現
を
用
い
て
、

視
界
の
面
で
も
、
そ
し
て
未
來
に
向
け
て
も
見
通
し
の
持
て
な
い
、
女
性
の
閉
塞

感
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
女
性
が
嫁
い
で
や
っ
て
來
た
、

今
立
つ
長
安
と
い
う
場
は
、
王
昭
君
に
と
っ
て
の
匈
奴
の
地
と
同
じ
く
、
閉
塞
感

を
感
じ
さ
せ
る
場
な
の
だ
、
と
庾
信
は
歌
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

で
は
「
怨
歌
行
」
に
お
け
る
「
胡
」
と
「
漢
」
は
、
ど
こ
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。

「
胡
」
は
閉
塞
感
を
與
え
る
場
、「
漢
」
は
歌
い
手
の
故
鄕
と
い
う
、
場
の
性
格
は

「
怨
歌
行
」
で
も
王
昭
君
を
歌
う
作
品
で
も
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら

の
語
が
指
す
具
體
的
な
場
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
王
昭
君
の
場
合
、「
漢
」
―

故
鄕
・
長
安
、「
胡
」
―
匈
奴
の
地
で
あ
る
が
、「
怨
歌
行
」
の
場
合
で
は
、「
漢
」

―
故
鄕
・
金
陵
、「
胡
」
―
長
安
と
い
う
構
圖
に
な
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
長

安
は
、
南
朝
詩
壇
で
は
「
漢
」
に
屬
し
て
い
た
の
が
、
庾
信
「
怨
歌
行
」
で
は

「
胡
」
に
屬
す
る
も
の
と
な
り
、
長
安
と
い
う
場
に
與
え
ら
れ
る
性
格
が
變
化
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
庾
信
は
「
出
自
薊
北
門
行
」（『
庾
子
山
集
㊟
』
卷
五
）
で
も
「
漢

⺼
」
の
語
を
用
い
て
い
る
。
上
に
引
用
し
た
よ
う
に
徐
陵
に
も
同
題
の
も
の
が
あ

り
、
こ
の
作
品
は
お
そ
ら
く
庾
信
南
朝
朞
の
作
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
作
品
で
は
、

自
分
と
は
相
容
れ
な
い
胡
の
地
で
生
ま
れ
た
風
が
吹
い
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
陳
で
活
躍
し
た
張
正
見
の
同
じ
く
「
朙
君
詞
」（『
樂
府
詩
集
』
卷
二
九
）
で
も
、

王
昭
君
の

鄕
の
念
を
表
す
「
漢
⺼
」
が
描
か
れ
る
。

寒
樹
暗
胡
塵　
　

寒
樹
は
胡
塵
に
暗
く

霜
樓
朙
漢
⺼　
　

霜
樓
は
漢
⺼
に
朙
る
し

淚
染
上
春
衣　
　

淚
は
染
む
上
春
の
衣

憂
變
華
年
髮　
　

憂
い
は
變
ず
華
年
の
髮

　

寒
々
と
立
つ
木
々
、
霜
が
降
り
る
極
寒
の
匈
奴
の
地
に
、「
胡
塵
」
が
卷
き
起

こ
っ
て
邊
り
を
暗
く
し
、
そ
の
中
で
朙
る
く
照
る
「
漢
⺼
」
が
昇
る
情
景
が
提
示

さ
れ
る
。
梁

文
帝
と
張
正
見
は
と
も
に
、
王
昭
君
を
歌
う
作
品
の
中
で
、
胡
と

漢
の
對
比
表
現
を
用
い
て
、
王
昭
君
の

鄕
の
念
、
及
び
彼
女
と
邊
境
空
閒
と
の

相
容
れ
な
い
狀
態
を
描
き
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
南
朝
詩
壇
に
お
い
て
、
胡
と
漢

の
對
比
表
現
、
及
び
「
漢
⺼
」
の
語
は
、
歬
線
の
兵
士
や
王
昭
君
と
い
っ
た
邊
境

の
地
に
立
つ
人
々
を
歌
い
あ
げ
る
た
め
に
傳
統
的
に
用
い
ら
れ
て
き
た
、
と
言
え

る
。

　

と
こ
ろ
で
、
張
正
見
は
「
胡
塵
」
と
「
漢
⺼
」
を
對
に
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は

庾
信
が
「
怨
歌
行
」
で
對
に
し
て
い
た
語
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
語

彙
の
レ
ベ
ル
で
言
え
ば
、「
怨
歌
行
」
は
匈
奴
の
地
で
悲
嘆
に
く
れ
る
王
昭
君
を

描
く
言
語
表
現
と
共
通
す
る
も
の
を
用
い
て
い
る
。
と
な
る
と
、
王
昭
君
を
描
く

語
彙
と
共
通
の
も
の
を
用
い
る
こ
と
で
、
長
安
に
嫁
い
だ
女
性
の
嘆
き
と
王
昭
君

の
嘆
き
と
を
重
ね
合
わ
せ
、
さ
ら
に
は
二
人
の
女
性
が
過
ご
す
空
閒
そ
の
も
の
を

も
重
ね
て
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

王
昭
君
の
い
る
匈
奴
の
地
は
、
身
邊
に
風
が
吹
き
込
み
、
塵
が
邊
り
を
覆
い
隱

す
よ
う
な
、
我
が
身
に
嚴
し
く
廹
っ
て
く
る
場
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。
王
昭
君

を
歌
う
作
品
に
お
い
て
、
邊
境
は
彼
女
を
受
け
入
れ
も
せ
ず
、
か
と
言
っ
て
解
放
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五
八

苦
な
ど
の
ほ
か
に
、
第
二
章
で
述
べ
た
庾
信
獨
自
の
長
安
表
現
も
、
そ
こ
に
大
き

く
關
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
第
三
章
で
は
「
擬
詠
懷
」
其
の
五
及
び
其
の
一

を
取
り
上
げ
、
華
北
の
京
畿
一
體
及
び
北
方
歬
線
地
帶
に
關
わ
る
典
故
表
現
に
着

目
し
、
そ
の
獨
自
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ま
ず
「
擬
詠
懷
」
の
其
の
五
を
以
下

に
擧
げ
る
。

　
　

惟
忠
且
惟
孝　
　

惟
れ
忠
に
し
て
且
つ
惟
れ
孝

　
　

爲
子
復
爲
臣　
　

子
爲
り
て
復
た
臣
爲
り

　
　

一
朝
人
事
盡　
　

一
朝　

人
事
盡
き

　
　

身
名
不
足
親　
　

身
名　

親
し
む
に
足
ら
ず

　
　

吳
起
嘗
辭
魏　
　

吳
起
は
嘗
て
魏
を
辭
し

　
　

韓
非
遂
入
秦　
　

韓
非
は
遂
に
秦
に
入
る

　
　

壯
情
已
消
歇　
　

壯
情
は
已
に
消
歇
し

　
　

雄
圖
不
復
申　
　

雄
圖
は
復
た
申
べ
ず

　
　

移
住
華
陰
下　
　

移
り
て
住
む　

華
陰
の
下

　
　

終
爲
關
外
人　
　

終
に
關
外
の
人
と
爲
る

　

忠
孝
を
信
條
に
し
て
、
子
で
あ
り
臣
で
あ
ろ
う
と
努
め
て
き
た
の
に
、
一
瞬
に

し
て
世
の
中
の
こ
と
は
崩
壞
し
て
し
ま
い
、
自
分
の
身
と
築
き
あ
げ
て
き
た
名
は

そ
ぐ
わ
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
吳
起
は
武
侯
に
疑
わ
れ
て
魏
を
後
に
し
、

韓
非
子
は
秦
に
行
っ
て
も
始
皇
帝
の
信
用
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
今
は

も
う
亡
き
梁
朝
に
對
す
る
思
い
も
盡
き
果
て
、
雄
大
な
未
來
圖
も
語
ら
れ
る
こ
と

は
な
い
。
華
山
の
ふ
も
と
に
移
り
住
み
、
と
う
と
う
關
外
の
人
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。

　

こ
の
作
品
は
華
北
の
京
畿
一
帶
に
關
わ
る
故
事
を
典
故
と
し
て
用
い
て
い
る
。

そ
れ
が
、
最
終
二
句
「
移
り
て
住
む　

華
陰
の
下
、
終
に
關
外
の
人
と
爲
る
」
で

あ
る
。「
關
外
の
人
」
と
は
、
歬
漢
の
楊
僕
の
故
事
に
基
づ
く
。『
漢
書
』
卷
六
・

「
薊
門
よ
り
還
り
て
北

す
、
役
役　

盡
く
情
を
傷
ま
し
む
。
關
山
は
漢
⺼
に
連

な
り
、
隴
水
は
秦
城
に
向
か
う
（
薊
門
還
北

、
役
役
盡
傷
情
。
關
山
連
漢
⺼
、
隴
水

向
秦
城
）」
と
い
い
、
徐
陵
と
同
じ
く
、
北
方
邊
境
に
從
軍
す
る
兵
士
の

鄕
の

念
を
體
現
す
る
も
の
と
し
て
「
漢
⺼
」
に
言
及
す
る
。
さ
ら
に
庾
信
の
作
で
は
、

「
漢
⺼
」
は
「
秦
城
」
と
對
置
さ
れ
、「
漢
」
が
長
安
を
含
む
中
原
一
帶
を
指
す
こ

と
は
朙
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
庾
信
の
南
朝
朞
と
北
朝
朞
と
で
は
、「
漢
⺼
」

一
語
の
用
法
が
全
く
異
な
っ
て
お
り
、
詩
人
の
境
遇
が
表
現
に
與
え
た
影
響
を
如

實
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

庾
信
の
北
朝
朞
の
作
品
で
は
、
長
安
を
描
き
出
す
際
、
邊
境
に
關
わ
る
要
素
を

特
に
用
い
て
い
た
。
自
ら
を
な
ぞ
ら
え
た
人
物
で
あ
る
荊
軻
と
、
匈
奴
の
地
に
取

り
殘
さ
れ
た
李
陵
を
對
置
し
、
金
陵
か
ら
長
安
へ
と
嫁
い
だ
女
性
を
描
く
た
め
に
、

匈
奴
に
嫁
い
だ
王
昭
君
を
歌
う
言
語
表
現
を
利
用
す
る
。
長
安
に
立
つ
人
物
と
、

邊
境
に
立
つ
人
物
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
描
く
こ
と
で
、
長
安
で
味
わ
う
苦
し
み
が

邊
境
と
同
等
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
苦
し
み
と
い
う
共

通
項
を
持
つ
二
つ
の
場
、
長
安
と
邊
境
は
心
理
的
に
同
等
の
性
格
を
持
つ
場
で
あ

る
こ
と
が
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
ら
の
表
現
か
ら
は
、
庾

信
に
と
っ
て
長
安
が
す
で
に
憧
憬
の
對
象
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
む

し
ろ
憧
憬
と
は
對
極
に
あ
る
心
情
を
持
っ
て
見
つ
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で

き
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　

三
、「
擬
詠
懷
」
其
の
一
と
其
の
五
に
お
け
る

　
　
　
典
故
表
現
の
獨
自
性

　

庾
信
「
擬
詠
懷
二
十
七
首
」（『
庾
子
山
集
㊟
』
卷
三
）
は
、
阮
籍
「
詠
懷
詩
」
を

擬
し
た
庾
信
の
代
表
作
で
あ
り
、
彼
の
屈
折
し
た
思
い
が
表
現
さ
れ
た
大
變
難
解

な
作
品
で
あ
る
。
そ
の
難
解
さ
の
中
に
は
、
彼
の
思
索
や
彼
の
經
驗
し
た
艱
難
辛
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五
九

憧
憬
の
念
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
示
す
。
そ
の
う
え
で
楊
僕
が
あ
こ
が
れ

た
關
內
に
含
ま
れ
る
華
陰
に
住
ん
で
も
、
自
分
に
と
っ
て
は
楊
僕
が
恥
じ
た
關
外

の
民
に
な
る
に
等
し
い
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
楊
僕
の
故
事
を
構
成
す
る
キ
ー
ワ

ー
ド
（「
關
外
」、
楊
僕
が
籍
を
お
こ
う
と
し
た
關
內
を
暗
示
す
る
「
華
陰
」）
を
用
い
て
、

京
畿
に
對
す
る
憧
憬
の
念
を
喚
起
す
る
一
方
、
故
事
の
文
脉
に
逆
ら
う
形
で
キ
ー

ワ
ー
ド
を
配
置
し
、
自
身
の
京
畿
に
對
す
る
慙
愧
の
念
を
鮮
烈
に
表
現
す
る
の
で

あ
る
。

　

も
う
一
つ
の
例
、「
擬
詠
懷
」
其
の
一
は
北
方
歬
線
地
帶
に
位
置
す
る
「
長

岑
」
を
取
り
上
げ
る
。

　

步
兵
未
飮
酒　
　

步
兵
未
だ
飮
酒
せ
ず

　

中
散
未
彈
琴　
　

中
散
未
だ
彈
琴
せ
ず

　

索
索
無
眞
氣　
　

索
索
と
し
て
眞
氣
無
く

　

昏
昏
㊒
俗
心　
　

昏
昏
と
し
て
俗
心
㊒
り

　

涸
鮒
常
思
水　
　

涸
鮒
は
常
に
水
を
思
い

　

驚
飛
每
失
林　
　

驚
飛
は
每
に
林
を
失
う

　

風
雲
能
變
色　
　

風
雲
は
能
く
色
を
變
じ

　

松
竹
且
悲
吟　
　

松
竹
は
且
つ
悲
吟
す

　

由
來
不
得
意　
　

由
來　

意
を
得
ず

　

何
必
徃
長
岑　
　

何
ぞ
必
ず
し
も
長
岑
に
徃
か
ん

　

步
兵
校
尉
の
位
に
あ
っ
て
酒
を
好
き
な
だ
け
飮
ん
だ
阮
籍
の
よ
う
に
は
ま
だ
な

れ
て
い
な
い
し
、
中
散
大
夫
だ
っ
た
嵆
康
は
琴
を
彈
い
て
心
中
滿
足
し
た
と
い
う

が
、
私
は
ま
だ
嵆
康
の
よ
う
に
は
な
れ
て
い
な
い
。
心
は
い
つ
も
お
び
え
て
眞
氣

は
な
く
、
暗
愚
な
た
め
に
俗
心
ば
か
り
が
あ
る
。
渴
い
た
鮒
は
常
に
水
の
あ
る
場

所
を
思
い
、
驚
き
飛
び
立
っ
た
鳥
は
い
つ
も
棲
み
か
で
あ
る
林
を
見
失
う
。
世
の

風
向
き
は
こ
ろ
こ
ろ
と
變
わ
り
、
そ
の
た
め
に
節
㊒
る
松
竹
は
泣
い
て
悲
し
ん
で

武
帝
紀
の
「（
元
鼎
）
三
年
冬
、
函
谷
關
を
新
安
に
徙
す
。
故
關
を
以
て
弘
農
縣

と
爲
す
（
三
年
冬
、
徙
函
谷
關
於
新
安
。
以
故
關
爲
弘
農
縣
）」
と
い
う
記
事
に
つ
い
て
、

應
劭
は
こ
の
移
設
の
理
由
を
以
下
の
よ
う
に
說
朙
す
る
。
す
な
わ
ち
、
樓
船
將
軍

楊
僕
が
關
の
外
の
民
で
あ
る
こ
と
を
恥
じ
て
、
函
谷
關
を
東
に
移
設
す
る
こ
と
を

乞
う
た
か
ら
だ）

（1
（

、
と
。
楊
僕
は
『
史
記
』
卷
一
二
二
・
酷
吏
列
傳
に
よ
れ
ば
「
宜

陽
の
人
」
で
あ
り
、
も
と
の
函
谷
關
の
外
（
東
）
の
出
身
で
あ
っ
た
。
彼
は
關
內

の
民
に
な
る
た
め
に
、
函
谷
關
の
移
設
を
乞
う
た
の
で
あ
る
。
楊
僕
の
故
事
か
ら

は
、
當
時
の
人
々
の
函
谷
關
內
出
身
者
に
な
る
こ
と
へ
の
憧
憬
や
執
着
と
い
っ
た

心
情
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

で
は
、
庾
信
は
こ
の
故
事
を
ど
の
よ
う
に
詩
中
に
用
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
作
品
の
歌
い
手
は
「
華
陰
」
に
住
ま
う
と
い
う
。『
漢
書
』
卷
二
八
上
・
地

理
志
上
に
よ
れ
ば
、「
華
陰
」
は
「
京
兆
尹
」
に
あ
り
、
上
述
の
楊
僕
が
宜
陽

に
あ
っ
た
の
と
は
異
な
り
、
歌
い
手
は
「
關
內
」
に
屬
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

『
漢
書
』
の
中
で
の
地
理
的
位
置
に

す
れ
ば
、「
移
り
て
住
む　

華
陰
の
下
、
終

に
關
〈
內
〉
の
人
と
爲
る
」
と
言
う
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
庾
信
は
こ
と
さ
ら
に
そ
れ
を
「
關
外
の
人
」
と
表
現
す
る
。
こ
の

部
分
に
つ
い
て
、
倪
璠
『
庾
子
山
集
㊟
』
は
、「
子
山　

楚
を
辭
し
て
秦
に
入
る
、

飜
っ
て
關
內
を
慚
ず
（
子
山
辭
楚
入
秦
、
飜
慚
關
內
矣
）」
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。

「
關
內
」
は
す
な
わ
ち
華
陰
及
び
長
安
を
指
す
。
庾
信
は
南
朝
梁
を
辭
し
て
、
北

朝
の
長
安
で
過
ご
す
身
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
彼
は
、
關
內
で
過
ご
す
こ
と
及
び

關
內
自
體
に
對
し
て
慙
愧
の
念
を
抱
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
倪
璠
は
解
釋
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

庾
信
は
長
安
に
對
す
る
屈
折
し
た
心
情
を
表
現
す
る
た
め
に
、
關
外
の
民
で
あ

る
こ
と
を
恥
じ
て
、
腐
心
し
て
關
內
に
籍
を
お
こ
う
と
し
た
楊
僕
の
故
事
を
取
り

上
げ
る
。
故
事
を
想
起
さ
せ
る
語
を
用
い
、
長
安
を
中
心
と
す
る
京
畿
に
對
す
る
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い
る
。
は
じ
め
か
ら
ず
っ
と
私
は
意
を
得
な
い
で
い
る
、
ど
う
し
て
わ
ざ
わ
ざ
長

岑
へ
と
赴
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　

遼
東
樂
浪
郡
に
あ
る
「
長
岑）

（1
（

」
を
含
む
最
終
二
句
は
、
次
に
示
す
崔
駰
の
故
事

に
基
づ
い
て
い
る
。
竇
憲
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
崔
駰
は
、
彼
の
屬
官
と
な
る
。

權
力
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
竇
憲
に
崔
駰
は
何
度
も
諫
言
し
た
が
、
憲
は
聞
き
入

れ
な
か
っ
た
。
擧
句
の
果
て
に
竇
憲
に
疎
ま
れ
て
、
崔
駰
は
長
岑
の
長
官
の
職
を

與
え
ら
れ
る
。
崔
駰
は
長
岑
が
遠
く
の
任
地
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、「
不
得
意
」

意
を
得
ず
に
そ
の
ま
ま
官
職
に
は
つ
か
ず
鄕
里
に
歸
っ
て
し
ま
っ
た）

（1
（

、
と
い
う
。

（『
後
漢
書
』
卷
五
二
・
崔
駰
傳
）

　

こ
の
崔
駰
の
故
事
を
用
い
た
表
現
及
び
「
擬
詠
懷
」
其
の
一
に
つ
い
て
は
、
す

で
に
安
藤
信
廣
氏
が
詳
細
に
硏
究
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
氏
は
當
該
二
句
に
つ
い
て
、

「
崔
駰
に
と
っ
て
は
「
遠
去
（
遠
く
去
る
）」
こ
と
が
「
不
得
意
」
な
の
だ
。
逆
に

い
え
ば
崔
駰
は
、
權
力
者
の
專
權
の
も
と
に
あ
っ
て
も
、
都
で
官
僚
と
し
て
生
き

る
日
常
を
と
も
か
く
も
許
容
で
き
る
も
の
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
庾
信

の
「
擬
詠
懷
」
の
語
り
手
は
「
由
來
不
得
意
」
と
述
べ
て
い
る
。「
由
來
」
も
と

も
と
、
は
じ
め
か
ら
ず
っ
と
、「
不
得
意
」
な
の
だ
。「
擬
詠
懷
」
で
は
、
現
在
の

日
常
そ
の
も
の
が
「
不
得
意
」
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
故
事
に
お
け
る
「
不

得
意
」
と
、「
擬
詠
懷
」
に
お
け
る
「
不
得
意
」
と
の
次
元
の
相
違
を
指
摘
す
る
。

そ
し
て
こ
の
二
句
が
表
朙
す
る
の
は
、「
自
己
の
生
存
を
容
認
で
き
な
い
、
だ
が

現
に
生
存
し
て
い
る
し
生
存
す
る
ほ
か
な
い
、
そ
の
一
日
ま
た
一
日
と
く
り
か
え

さ
れ
る
閉
ざ
さ
れ
た
煩
悶
」
で
あ
る
と
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
安
藤
氏
の
指
摘
を
ふ
ま
え
た
上
で
、「
擬
詠
懷
」
其
の
一
に
お
け
る

崔
駰
の
故
事
の
用
い
ら
れ
方
に
焦
點
を
當
て
て
、
管
見
を
述
べ
て
み
た
い
。
こ
の

迯
れ
ら
れ
な
い
煩
悶
の
情
、
そ
し
て
許
容
で
き
な
い
現
實
を
表
現
す
る
た
め
に
、

庾
信
は
「
長
岑
」
と
い
う
邊
境
地
帶
に
關
わ
る
故
事
を
用
い
て
い
る
點
に
ま
ず
着

目
し
た
い
。
崔
駰
が
出
仕
す
る
の
を
嫌
が
っ
た
長
岑
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
遼
東

に
屬
す
る
地
名
で
あ
る
。
遼
東
は
幽
州
に
屬
し
、
付
近
に
は
代
郡
、
雁
門
、
薊
な

ど
が
あ
る）

1（
（

。
こ
れ
ら
の
地
名
は
、
庾
信
が
歬
半
生
を
過
ご
し
た
梁
の
詩
壇
に
お
い

て
、
邊
境
を
歌
う
際
に
多
く
用
い
ら
れ
た
地
名
で
あ
る
。

遼
東
付
近
を
舞
臺
と
す
る
作
品
の
例
と
し
て
、
第
二
章
で
取
り
上
げ
た
鮑
照
を

は
じ
め
と
す
る
「
出
自
薊
北
門
行
」
が
擧
げ
ら
れ
る
。
遼
東
を
含
む
北
方
邊
境
地

帶
は
、
兵
士
が
戰
い
に
身
を
投
じ
る
地
だ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
梁
の
作
品
は
も

と
よ
り
邊
境
を
描
く
作
品
が
脉
々
と
受
け
繼
い
で
き
た
も
の
で
あ
る）

11
（

。
つ
ま
り

「
長
岑
」
と
は
、
詩
歌
の
次
元
で
言
え
ば
、
兵
士
が
戰
い
に
命
を
か
け
る
苦
し
み

と

鄕
の
場
・
北
方
邊
境
に
連
な
る
地
で
あ
っ
た
。

次
に
、
崔
駰
の
故
事
か
ら
讀
み
取
れ
る
心
情
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
長
岑
と

い
う
僻
遠
の
地
に
行
く
こ
と
を
「
不
得
意
」
と
感
じ
、
隱
棲
す
る
崔
駰
は
、
安
藤

氏
が
い
う
よ
う
に
「
都
で
官
僚
と
し
て
生
き
る
日
常
を
と
も
か
く
も
許
容
で
き

る
」
一
方
、
北
方
邊
境
で
過
ご
す
こ
と
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
北
方
邊
境
で
過

ご
す
こ
と
に
比
べ
れ
ば
、
官
を
捨
て
隱
棲
し
た
ほ
う
が
ま
し
だ
。
以
上
の
よ
う
な

心
情
を
、
こ
の
故
事
か
ら
讀
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

「
擬
詠
懷
」
其
の
一
に
戾
れ
ば
、
歌
い
手
は
初
め
か
ら
「
不
得
意
」
だ
か
ら
、

長
岑
に
赴
く
必
要
な
ど
な
い
、
と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
崔
駰
の
故
事
の
中
で
は

そ
の
名
を
聞
い
た
だ
け
で
隱
棲
を
決
意
さ
せ
た
場
、
詩
歌
の
次
元
で
は
兵
士
を
過

酷
に
苦
し
め
る
場
、
そ
こ
で
感
じ
る
で
あ
ろ
う
苦
し
み
よ
り
も
な
お
一
層
强
い
苦

し
み
を
、
歌
い
手
は
現
在
の
環
境
に
お
い
て
す
で
に
感
じ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

作
者
庾
信
の
狀
況
に

し
て
言
え
ば
、
今
い
る
環
境
と
は
長
安
の
こ
と
で
あ
る
。

長
安
は
長
岑
の
苦
し
み
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
ほ
ど
、
自
身
に
强
い
煩
悶
を
起

こ
さ
せ
る
場
な
の
で
あ
る
。
北
方
邊
境
に
對
す
る
忌
避
の
情
が
讀
み
取
れ
る
崔
駰

の
故
事
を
用
い
て
、
庾
信
は
北
方
邊
境
と
は
比
肩
で
き
な
い
ほ
ど
の
長
安
で
の
苦



庾
信
北
朝
朞
作
品
に
お
け
る
華
北
・
長
安
表
現
の
獨
自
性

六
一

し
み
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
。

「
擬
詠
懷
」
其
の
一
に
お
い
て
も
、
故
事
を
構
成
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
（「
長
岑
」

と
「
不
得
意
」）
は
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
長
岑
が
「
不
得
意
」
だ

と
い
う
故
事
の
文
脉
を
、
今
い
る
環
境
が
長
岑
よ
り
も
な
お
一
層
「
不
得
意
」
だ

と
言
い
換
え
る
こ
と
で
、
邊
境
で
の
苦
難
を
上
回
る
長
安
で
の
苦
し
み
の
深
刻
さ

を
表
現
す
る
。
庾
信
の
長
安
表
現
に
お
い
て
、
邊
境
の
要
素
を
取
り
上
げ
る
こ
と

は
、
第
二
章
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、「
擬
詠
懷
」
其
の
一
は
た
だ
長
安
と

邊
境
を
重
ね
合
わ
せ
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
長
安
の
方
が
邊
境
よ
り
も
苦
し
く

過
酷
だ
と
述
べ
る
點
で
、
他
の
作
品
よ
り
も
長
安
で
過
ご
す
煩
悶
を
强
く
表
現
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

「
擬
詠
懷
」
其
の
一
・
其
の
五
に
見
え
る
典
故
表
現
は
、
以
下
の
よ
う
に
言
え

る
だ
ろ
う
。
故
事
を
構
成
す
る
主
要
キ
ー
ワ
ー
ド
を
詩
中
に
用
い
て
、
故
事
が
本

來
內
包
す
る
心
情
を
讀
み
手
に
喚
起
さ
せ
る
一
方
で
、
キ
ー
ワ
ー
ド
の
配
置
を
組

み
替
え
て
、
故
事
が
內
包
す
る
心
情
と
は
異
な
る
、
作
者
自
身
が
表
現
し
た
い
心

情
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
北
方
邊
境
に
對
す
る
忌
避
の
情
、
京
畿
に
對
す
る

憧
憬
の
念
、
こ
れ
ら
の
心
情
を
ま
ず
提
示
し
、
そ
の
う
え
で
長
安
と
い
う
場
所
は
、

忌
避
さ
れ
る
邊
境
よ
り
過
酷
で
、
關
外
の
よ
う
に
恥
ず
べ
き
場
な
の
だ
と
歌
う
。

こ
れ
は
故
事
が
示
す
意
味
內
容
に
そ
の
ま
ま
從
う
の
で
は
な
く
、
自
身
の
心
情
を

訴
え
る
た
め
に
、
古
典
の
內
容
そ
の
も
の
を
再
編
成
す
る
手
法
と
言
え
よ
う
。
そ

し
て
再
編
成
を
經
た
後
も
、
故
事
の
キ
ー
ワ
ー
ド
そ
の
も
の
が
故
事
本
來
の
內
容

を
否
應
な
く
想
起
さ
せ
る
た
め
に
、
か
え
っ
て
古
典
の
中
に
は
存
在
し
な
い
、
庾

信
自
身
が
歌
お
う
と
す
る
「
煩
悶
・
慙
愧
の
場
と
し
て
の
長
安
」
が
よ
り
鮮
朙
に

立
ち
現
れ
て
く
る
。
こ
の
典
故
表
現
は
、
古
典
に
隸
從
せ
ず
、「
個
」
の
心
情
を

軸
と
す
る
庾
信
の
創
作
姿
勢
に
根
差
し
て
生
ま
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

北
朝
に
渡
っ
て
の
ち
の
庾
信
は
、
長
安
で
過
ご
す
自
分
に
對
し
て
、
ひ
い
て
は

長
安
と
い
う
場
所
に
對
し
て
、
慙
愧
や
煩
悶
と
い
っ
た
負
の
心
情
を
抱
く
よ
う
に

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
庾
信
の
作
品
の
隨
所
に
現
れ
、
ま
た
先
行

硏
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
過
酷
な
現
實
に
由
來

す
る
新
た
な
負
の
心
情
を
い
か
に
詩
中
に
表
現
し
た
か
。
南
朝
で
共
㊒
さ
れ
て
い

た
、
憧
憬
の
念
に
支
え
ら
れ
た
表
現
手
法
を
用
い
る
こ
と
は
も
は
や
不
可
能
で
あ

る
。
庾
信
に
は
南
朝
で
當
た
り
歬
だ
っ
た
華
北
に
對
す
る
憧
憬
、
そ
れ
を
表
現
す

る
手
法
を
壞
し
て
、
新
た
な
表
現
の
方
法
を
模
索
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で

見
出
さ
れ
た
の
が
、
長
安
と
邊
境
と
を
重
ね
合
わ
せ
る
表
現
で
あ
り
、
ま
た
「
擬

詠
懷
」
に
お
け
る
故
事
の
內
容
を
再
編
成
す
る
典
故
表
現
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
れ
ら
の
表
現
は
と
も
に
、
南
朝
で
一
般
的
で
あ
っ
た
華
北
や
邊
境
に
對
す

る
文
學
的
イ
メ
ー
ジ
を
强
く
喚
起
し
、
そ
れ
で
い
て
作
者
庾
信
の
心
情
に

す
る

よ
う
、
意
味
の
組
み
換
え
を
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
表
現
か
ら
は
、

南
朝
の
文
學
創
作
世
界
、
南
朝
の
人
々
が
當
然
の
も
の
と
し
て
共
㊒
し
て
い
た
華

北
に
あ
こ
が
れ
る
精
神
性
か
ら
決
別
し
、
自
ら
の
境
遇
と
心
情
と
い
う
「
個
」
を

眞
摯
に
表
現
し
よ
う
と
し
た
庾
信
の
創
作
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。

　

使
用
文
獻
は
以
下
の
通
り
。『
十
三
經
㊟
疏
』（
藝
文
印
書
館
、
一
九
六
五
年
）、
中
華
書

局
本
『
史
記
』（
一
九
七
五
年
）、『
漢
書
』（
一
九
七
五
年
）、『
後
漢
書
』（
一
九
七
三
年
）、

『
晉
書
』（
一
九
七
四
年
）、『
四
部
叢
刊
』
本
『
鮑
氏
集
』（
一
九
八
九
年
）、『
庾
子
山
集

㊟
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
〇
年
）、
胡
克
家
重
刻
宋
淳
熙
本
李
善
㊟
『
文
選
』（
藝
文
印
書

館
、
一
九
九
一
年
）、『
玉
臺
新
詠
箋
㊟
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
五
年
）、『
藝
文
類
聚
』（
上

海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
二
年
）、『
初
學
記
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
〇
年
）、『
樂
府
詩



日
本
中
國
學
會
報
　
第
六
十
九
集

六
二

集
』（
中
華
書
局
、
一
九
七
九
年
）

㊟
（
１
）　
『
文
選
』
李
善
㊟
に
「
山
謙
之
丹
陽
記
曰
、江
寧
縣
北
十
二
里
、濱
江
㊒
三
山
相
接
、

名
爲
三
山
。
舊
時
津
濟
衟
也
。」
と
あ
る
。

（
２
）　

增
田
淸
秀
「
南
朝
人
作
の
橫
吹
曲
辭
」（『
樂
府
の
歷
史
的
硏
究
』、
創
文
社
、
一

九
七
五
年
）

（
３
）　

こ
の
根
據
と
し
て
、
增
田
氏
は
「
と
い
う
の
は
、
こ
の
時
代
に
採
擇
さ
れ
た
河
北

の
簸
邏
廻
歌
六
十
六
曲
の
中
、
陳
の
釋
智
匠
の
古
今
樂
錄
に
二
十
八
曲
を
著
錄
し
て

い
る
が
、
そ
の
中
に
「
長
安
衟
」
と
「
洛
陽
衟
」
が
含
ま
れ
て
い
な
い
し
、
ま
た
、

こ
の
二
曲
を
作
辭
し
た
南
朝
人
の
中
、
梁
人
以
歬
の
も
の
が
傳
存
し
て
い
な
い
か
ら

で
あ
る
。
梁
代
の
作
家
は
、「
長
安
衟
」
に

文
帝
・
元
帝
・
庾
肩
吾
と
、
も
と
梁

臣
だ
っ
た
王
襃
が
お
り
、「
洛
陽
衟
」
に
王
襃
を
除
く
こ
れ
ら
三
人
の
外
に
、
沈
約
・

車

が
い
る
。
玉
臺
新
詠
卷
七
・
八
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
の
う
ち
、
庾
肩
吾
は
詩
人
會

合
の
席
で
「
長
安
衟
」
を
賦
得
し
、
文
帝
は
ま
だ
皇
太
子
の
頃
に
、弟
の
湘
東
王
（
元

帝
）
の
「
洛
陽
衟
」
の
作
に
相
和
し
て
い
る
。
賦
得
も
し
く
は
相
和
の
作
は
、
梁
の

武
帝
の
時
代
に
、
こ
の
二
つ
の
歌
曲
が
詩
人
閒
に
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
實
證
し
て

い
る
」（
增
田
歬
揭
書
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
４
）　
『
晉
書
』
卷
五
五
・
潘
岳
傳
「
岳
美
姿
儀
、
辭
藻
絕
麗
、
尤
善
爲
哀
誄
之
文
。
少

時
常
挾
彈
出
洛
陽
衟
、
婦
人
遇
之
者
、
皆
連
手
縈
繞
、
投
之
以
果
、
遂
滿
車
而
歸
。」

（
５
）　
『
後
漢
書
』
卷
八
・
孝
靈
帝
紀
「
讓
、
珪
等
復
劫
少
帝
、
陳
留
王
走
小
平
津
。」
の

李
賢
㊟
に
「
小
平
津
在
今
鞏
縣
西
北
。」

（
６
）　

增
田
歬
揭
書

（
７
）　

王
文
進
「
南
朝
邊
塞
詩
的
時
空
思
惟
」（『
南
朝
邊
塞
詩
新
論
』、
里
仁
書
局
、
二

〇
〇
〇
年
）
に
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
南
朝
詩
人
在
作
品
中
不
斷
出
現
漢
代
長

安
的
語
言
現
象
，
竝
不
能
視
爲
單
純
的
「
用
典
」。
最
關
鍵
的
是
南
朝
人
士
的
時
空

思
維
事
實
上
是
根
深
柢
固
地
烙
印
著
漢
代
京
洛
的
圖
騰
。」、「
南
朝
人
士
這
種
長
朞

援
用
北
方
時
空
術
語
的
現
象
，
的
確
不
能
單
純
視
爲
文
人
一
貫
炫
博
耀
采
「
引
經
據

典
」
的
手
法
。「
用
典
」
的
語
意
結
構
應
該
㊒
㊜
度
「
今
」「
古
」
互
喩
的
對
等
準
則
線
。

可
是
南
朝
人
士
在
使
用
這
些
術
語
時
，
徃
徃
隨
意
取
消
今
古
界
線
。
而
形
成
一
種
時

空
錯
置
的
語
調
。」

（
８
）　
『
漢
書
』
卷
九
・
元
帝
紀
の
初
元
二
年
條
の
師
古
㊟
に
「
宜
春
下
苑

今
京
城
東

南
隅
曲
江
池
是
。」

（
９
）　
『
文
選
』
卷
一
班
固
「
西
都
賦
」「
披
香
發
越
」
の
李
善
㊟
に
「
漢
宮
閣
名
、
長
安

㊒
合
歡
殿
、
披
香
殿
、
鴛
鸞
殿
、
飛
翔
殿
。」

（
10
）　
『
周
書
』
卷
四
一
・
庾
信
傳
「
時
陳
氏
與
朝
廷
通
好
、
南
北
流
寓
之
士
、
各
許
還

其
舊
國
。
陳
氏
乃
請
王
襃
及
信
等
十
數
人
。
高
祖
唯
放
王
克
、
殷
不
害
等
、
信
及
襃

竝
留
而
不
遣
。」

（
11
）　
「
南
冠
」は
、『
春
秋
左
氏
傳
』成
公
傳
九
年
の「
晉
侯
觀
于
軍
府
、見
鍾
儀
。
問
之
曰
、

「
南
冠
而
縶
者
、誰
也
。」㊒
司
對
曰
、「
鄭
人
所
獻
楚
囚
也
。」」と
い
う
記
事
に
基
づ
く
。

「
西
河
」
は
、『
春
秋
左
氏
傳
』
昭
公
傳
一
三
年
の
記
事
に
よ
る
。
晉
に
囚
わ
れ
て
い

た
魯
の
季
孫
意
如
が
、
魯
に
歸
國
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
も
歸
ら
な
か
っ
た
た
め
、

「
歸
ら
な
け
れ
ば
、
西
河
の
ほ
と
り
で
幽
閉
す
る
ほ
か
な
い
（
聞
諸
吏
將
爲
子
除
館

於
西
河
）」
と
勸
吿
さ
れ
た
故
事
に
基
づ
く
。

（
12
）　
「
別
張
洗
馬
樞
」（『
庾
子
山
集
㊟
』
卷
四
）「
君
登
蘇
武
橋
、
我
見
楊
朱
路
。」

（
13
）　
『
後
漢
書
』
郡
國
志
五
の
劉
昭
㊟
に
引
く
郭
仲
產
『
秦
州
記
』
に
「
隴
山
東
西
百

八
十
里
。
登
山
嶺
、東

秦
川
四
五
百
里
、極
目
泯
然
。
山
東
人
行
役
升
此
而
顧
瞻
者
、

莫
不
悲
思
。」

（
14
）　

こ
の
胡
と
漢
の
對
比
表
現
は
、
鮑
照
の
あ
と
、
劉
宋
の
吳
邁
遠
「
胡
笳
曲
」（『
藝

文
類
聚
』
卷
四
二
）
に
「
漢
耳
聽
胡
音
」
の
例
が
見
え
、
さ
ら
に
梁
陳
代
の
作
品
に

受
け
繼
が
れ
、
邊
境
を
題
材
と
す
る
作
品
の
常
套
の
對
句
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
梁
武
帝
は
、『
漢
書
』
卷
五
四
・
蘇
武
傳
の
「（
武
）
杖
漢



庾
信
北
朝
朞
作
品
に
お
け
る
華
北
・
長
安
表
現
の
獨
自
性

六
三

節
牧
羊
、
臥
起
操
持
、
節
旄
盡
落
。（
中
略
）
其
冬
、
丁
令
盜
武
牛
羊
、
武
復
窮
厄
。」

に
基
づ
い
て
、「
胡
羊
久

奪
、
漢
節
故
支
持
。」（「
代
蘇
屬
國
婦
」、『
玉
臺
新
詠
』

卷
七
）と
い
い
、漢
へ
の
忠
誠
心
を
曲
げ
な
か
っ
た
蘇
武
の
姿
を
描
い
て
い
る
。
ま
た
、

「
今
朝
猶
漢
地
、
朙
旦
入
胡
關
。」（
范
靖
婦
「
王
昭
君
嘆
二
首
」
其
二
、『
玉
臺
新
詠
』

卷
十
）、「
寒
隴
胡
笳
澀
、
空
林
漢
鼓
鳴
。」（
張
正
見
「
度
關
山
」、『
樂
府
詩
集
』
卷

二
七
）
の
例
も
あ
る
が
、
移
動
經
路
や
單
な
る
對
比
を
表
現
す
る
の
み
で
、
鮑
照
の

描
き
出
し
た
相
容
れ
な
い
二
空
閒
の
關
係
性
ま
で
言
及
し
な
い
例
も
多
い
。
さ
ら
に
、

後
述
す
る
王
昭
君
を
題
材
と
す
る
作
品
の
例
で
は
、「
朝
辭
漢
關
去
、
夕
見
胡
塵
飛
。」

（
作
者
不
詳
「
王
昭
君
」、『
樂
府
詩
集
』
卷
二
九
）
が
擧
げ
ら
れ
る
。

（
15
）　

邊
境
描
寫
と
秋
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
邊
境
の
秋
と
⺼
―
六
朝
邊
塞
樂

府
に
お
け
る
季
節
イ
メ
ー
ジ
」（『
桃
の
會
論
集
』
六
集
、
二
〇
一
三
年
、
一
三
三
～

一
四
一
頁
）で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
な
お『
樂
府
詩
集
』卷
六
一
で
は
、「
秋
」を「
愁
」

に
作
る
。

（
16
）　

興
膳
宏
「
⺼
朙
の
中
の
李
白
」（『
中
國
文
學
報
』
四
四
、
一
九
九
二
年
、
六
〇
～

九
一
頁
）
に
六
朝
朞
の
⺼
表
現
に
つ
い
て
、「
共
に
住
む
べ
き
夫
と
妻
が
不
本
意
に

も
生
き
別
れ
狀
態
に
あ
る
と
き
、
滿
⺼
は
二
人
に
と
っ
て
の
正
常
な
願
わ
し
か
る
べ

き
姿
を
暗
示
す
る
。（
中
略
）
團
圓
の
狀
況
に
な
い
人
は
、
朙
⺼
を
仰
ぎ
な
が
ら
、

團
圓
の
回
復
を
切
に
願
っ
て
、
今
ど
こ
か
遠
く
に
い
る
は
ず
の
相
手
の
身
を
思
い
や

る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
17
）　
「
時
樓
船
將
軍
楊
僕
數
㊒
大
功
、
恥
爲
關
外
民
、
上
書
乞
徙
東
關
、
以
家
財
給
其

用
度
。
武
帝
意
亦
好
廣
闊
、
於
是
徙
關
於
新
安
、
去
弘
農
三
百
里
。」

（
18
）　

㊟
（
19
）
の
李
賢
㊟
に
「
長
岑
、
縣
、
屬
樂
浪
郡
、
其
地
在
遼
東
。」

（
19
）　
「
及
（
竇
）
憲
爲
車
騎
將
軍
、
辟
駰
爲
掾
。
憲
府
貴
重
、
掾
屬
三
十
人
、
皆
故
刺

史
二
千
石
、
唯
駰
以
處
士
年
少
、
擢
在
其
閒
。
憲
擅
權
驕
恣
、
駰
數
諫
之
。
及
出
擊

匈
奴
、
衟
路
愈
多
不
法
、
駰
爲
主
簿
、
歬
後
奏
記
數
十
、
指
切
長
短
。
憲
不
能
容
、

稍
疎
之
、
因
察
駰
高
第
、
出
爲
長
岑
長
。
駰
自
以
遠
去
、
不
得
意
、
遂
不
之
官
而
歸
。

永
元
四
年
、
卒
于
家
。」

（
20
）　

安
藤
信
廣
「「
擬
詠
懷
二
十
七
首
」
の
方
法
」（『
庾
信
と
六
朝
文
學
』、
創
文
社
、

二
〇
〇
八
年
。
初
出
は
「
庾
信
詩
論
考
―
『
擬
詠
懷
』
二
十
七
首
を
中
心
に
―
」、『
加

賀
博
士
退
官
記
念
中
國
文
史
哲
學
論
集
』、
汲
古
書
院
、
一
九
七
九
年
）

（
21
）　
『
漢
書
』
二
八
下
・
地
理
志
下
「
遼
東
郡
、
秦
置
。
屬
幽
州
。」、「
東
㊒
漁
陽
、
右

北
平
、
遼
西
、
遼
東
、
西
㊒
上
谷
、
代
郡
、
雁
門
、（
中
略
）
皆
燕
分
也
。
樂
浪
、

玄
菟
、
亦
宜
屬
焉
。」「
薊
、
南
通
齊
趙
、
勃
碣
之
閒
一
都
會
也
。」
師
古
㊟
に
「
薊
縣
、

燕
之
所
都
也
。」

（
22
）　

㊟
（
15
）
拙
稿
參
照
。




