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一
八

は
じ
め
に

賦
を
語
る
と
き
、
ま
っ
さ
き
に
「
漢
賦
」
を
想
起
す
る
だ
ろ
う
。
確
か
に
賦
が

最
も
强
大
な
存
在
感
を
示
す
の
は
こ
の
時
代
で
あ
る
。
從
來
の
賦
の
硏
究
者
が
、

漢
代
の
賦
に
と
り
わ
け
㊟
目
し
て
き
た
の
も
無
理
の
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、『
文
選
』
で
は
「
賦
」
が
す
べ
て
の
文
體
の
最
初
に
置
か
れ
、
さ
ら
に
か
の

北
齊
時
代
の
魏
收
が
、

會
須
能
作
賦
，
始
成
大
才
士
。（『
北
史
』
卷
五
六
・
魏
收
傳
）

賦
を
書
く
こ
と
が
で
き
て
こ
そ
、
始
め
て
大
才
士
た
り
得
る
。

と
述
べ
た
こ
と
が
物
語
る
よ
う
に
、
賦
は
中
世
を
通
じ
、
な
お
重
要
な
地
位
を
占

め
、
文
學
能
力
が
高
い
レ
ベ
ル
で
あ
る
こ
と
を
示
す
基
準
と
す
ら
考
え
ら
れ
て
い

た
。
當
時
の
視
點
に
立
て
ば
、
漢
魏
六
朝
を
通
じ
賦
は
時
代
の
文
學
の
最
高
峰
の

地
位
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
漢
代
以
降
、
賦
は
ど
の
よ
う
に
傳
承
さ
れ
て
い
た
の

か
と
い
う
こ
と
は
、
實
に
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。

し
か
し
、
漢
賦
と
い
う
存
在
が
强
く
意
識
さ
れ
て
き
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
漢

代
は
賦
史
上
一
個
の
獨
自
な
段
階
と
目
さ
れ
、
そ
こ
を
基
準
と
し
て
、
そ
の
歬
を

戰
國
末
朞
の
楚
辭
的
な
賦
の
時
代
、
そ
の
後
を
魏
晉
南
北
朝
の
賦
の
時
代
と
區
分

さ
れ
て
き
た（
１
）。
こ
れ
も
ま
っ
た
く
無
理
な
區
分
と
は
言
え
な
い
が
、
こ
れ
は
ほ
ぼ

漢
の
大
賦
、
す
な
わ
ち
司
馬
相
如
「
上
林
賦
」
や
楊
雄
「
羽
獵
賦
」
な
ど
の
作
品

を
中
心
と
す
る
立
場
か
ら
の
結
論
で
あ
ろ
う
。
も
し
漢
代
の
す
べ
て
の
賦
を
總
合

し
て
見
て
み
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
先
行
硏
究
に
も
指
摘
が
あ
る
よ
う

に
、
漢
代
に
お
い
て
も
、
楚
辭
的
な
賦
、
つ
ま
り
騷
體
賦
は
大
賦
と
比
べ
て
少
な

い
譯
で
は
な
い（
２
）。
こ
の
時
代
は
、
決
し
て
大
賦
の
み
に
獨
占
さ
れ
た
時
代
で
は
な

く
、
賦
の
代
表
的
な
作
者
た
ち
も
み
な
騷
體
賦
の
作
品
を
殘
し
て
い
る
。
さ
ら
に

六
朝
に
入
る
と
、
大
賦
が
急
激
に
減
少
す
る
の
に
對
し
、
騷
體
賦
は
魏
晉
時
代
を

通
じ
て
も
な
お
數
多
く
創
作
さ
れ
、
こ
の
時
代
の
賦
の
主
流
に
な
っ
て
い
た
と
い

っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
の
長
朞
閒
を
視
野
に
入
れ
れ
ば
、
司
馬
相
如
的

な
賦
の
敍
述
法
を
漢
魏
六
朝
の
賦
の
基
準
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
果
て
し
て
妥
當

か
と
い
う
疑
問
を
生
じ
る
。
む
し
ろ
楚
辭
に
源
を
發
し
、
漢
代
を
經
て
六
朝
時
代

に
か
け
て
も
絕
え
ず
繼
承
さ
れ
て
き
た
騷
體
賦
の
系
譜
に
こ
そ
改
め
て
㊟
目
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。

漢
魏
六
朝
時
代
の
騷
體
賦
と
い
え
ば
、
漢
の
大
賦
ほ
ど
の
㊟
目
を
集
め
な
か
っ

た
が
、
そ
れ
な
り
に
硏
究
が
續
け
ら
れ
て
き
た
。
殊
に
郭
建
勳
・
王
德
華
諸
氏
は

集
中
的
に
成
果
を
擧
げ
た（
３
）。
し
か
し
、
騷
體
賦
を
硏
究
す
る
に
は
、
二
つ
の
問
題
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姿
と
は
容
易
に
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
逸
文
の
復
元
に
心
血
を
㊟
い
だ
か
の

嚴
可
均
で
さ
え
も
、『
全
上
古
三
代
秦
漢
三
國
六
朝
文
』
編
纂
に
際
し
、
こ
れ
ら

の
テ
キ
ス
ト
を
『
歬
漢
文
』
卷
一
五
に
そ
の
ま
ま
の
狀
態
で
收
錄
す
る
に
と
ど
め

ざ
る
を
得
な
か
っ
た（
４
）。
こ
の
よ
う
な
事
象
は
、
抄
本
時
代
に
は
普
遍
的
に
存
在

す
る
こ
と
で
、
し
ば
ら
く
論
外
に
置
く
。
こ
こ
で
㊟
目
し
た
い
の
は
、『
藝
文
類

聚
』
と
『
太
平
御
覽
』
の
テ
キ
ス
ト
に
は
「
兮
」
字
が
全
く
な
い
の
に
對
し
、

『
初
學
記
』
の
テ
キ
ス
ト
は
「
兮
」
字
を
含
む
騷
體
の
句
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
賦
の
一
般
的
な
法
則
に
則
れ
ば
、『
初
學
記
』
に
「
象
巨
獸
之
屈
奇
兮
」

と
あ
る
「
兮
」
字
は
「
戴
高
角
之
峩
峩
」
の
末
に
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う（
５
）。
こ
の
よ

う
な
調
整
を
施
せ
ば
、『
初
學
記
』
に
保
存
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
に
は
典
型
的
な
騷

體
が
出
現
す
る
。
つ
ま
り
、
同
一
の
賦
が
、
異
な
る
文
獻
に
、
騷
體
賦
か
否
か
、

形
態
を
異
に
し
て
倂
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
現
象
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
稿
「
從
『
兮
』
字
的
脫
落
看
漢
晉

騷
體
賦
的
文
體
變
異（
６
）」（

以
下
歬
稿
と
呼
ぶ
）
に
て
詳
論
し
た
の
で
、
こ
こ
に
改
め

て
論
ず
る
必
要
は
な
い
が
、
本
文
を
展
開
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
要
點
を
示
し
て

お
こ
う
。
歬
揭
の
「
簴
賦
」
の
よ
う
に
、
收
錄
す
る
文
獻
に
よ
っ
て
、「
兮
」
字

の
㊒
無
に
差
違
が
あ
る
も
の
は
少
な
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
が
存
在
す

る
こ
と
は
、
現
在
「
兮
」
字
の
な
い
テ
キ
ス
ト
の
中
に
も
、
本
來
「
兮
」
字
を
㊒

す
る
騷
體
の
賦
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
來

は
騷
體
賦
で
あ
っ
た
の
に
、
後
世
に
「
兮
」
字
が
削
除
さ
れ
た
作
品
（
本
稿
で
は

類
騷
體
賦
と
呼
ぶ
）
は
、
作
者
本
人
の
意
識
的
な
文
體
創
作
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た

も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
變
形
を
來
し
た
最
た
る
文
獻
は
唐
宋
時
代
の
類
書

で
あ
り
、
次
い
で
中
世
の
古
㊟
・
正
史
や
『
文
選
』
な
ど
の
總
集
が
あ
る
。
他

方
、
文
獻
の
「
兮
」
字
の
削
除
が
不
完
全
で
あ
っ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
朙
代
以
降

の
學
者
が
漢
魏
六
朝
の
文
章
を
蒐
輯
編
纂
す
る
際
に
こ
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
の
斷

に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
一
つ
は
騷
體
と
非
騷
體
と
の
關
係
で
あ
る
。
要

す
る
に
、
漢
魏
六
朝
の
賦
の
う
ち
、
騷
體
に
分
類
す
べ
き
作
品
は
ど
れ
な
の
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
實
際
に
こ
れ
ま
で
の
硏
究
で
は
、
現
存
す
る
テ
キ
ス
ト
の
形

態
に
よ
っ
て
分
類
し
た
た
め
誤
認
し
た
場
合
も
多
い
。
も
う
一
つ
は
、
騷
體
の
內

部
に
お
け
る
文
體
の
區
分
で
あ
る
。
本
稿
で
論
じ
る
よ
う
に
、
漢
魏
六
朝
の
騷
體

賦
の
時
代
區
分
上
、
句
型
を
異
に
す
る
離
騷
系
と
九
歌
系
と
の
區
別
は
意
義
を
㊒

す
る
が
、
過
去
の
硏
究
で
は
こ
の
點
を
意
識
し
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

漢
魏
六
朝
の
騷
體
賦
に
は
依
然
と
し
て
解
朙
さ
れ
て
い
な
い
部
分
が
多
く
存
在
し

て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
漢
魏
六
朝
賦
史
の
時
代
區
分
や
展
開
原
理
も
再
檢
討
す
る

必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
、
漢
晉
時
代
に
お
け
る
騷
體
賦
の
テ
キ
ス
ト

歬
述
の
と
お
り
、
從
歬
の
漢
魏
六
朝
賦
の
作
品
分
析
は
、
基
本
的
に
現
存
す
る

テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
實
際
に
は
、
こ
の
時
代
の
詩
文
は

長
い
年
⺼
を
經
て
、
抄
寫
・
刊
行
・
編
選
・
輯
逸
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
に
よ
り

保
存
・
傳
承
さ
れ
る
う
ち
に
、
テ
キ
ス
ト
の
變
形
が
發
生
し
た
。
從
っ
て
現
存
す

る
作
品
が
す
な
わ
ち
元
來
の
形
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
歬
漢
歬
朞
の
代
表
的
な

賦
の
作
者
で
あ
る
賈
誼
の
「
簴
賦
」
は
、
現
存
す
る
作
品
中
最
古
の
例
で
あ
る
。

現
存
す
る
の
は
次
の
よ
う
な
斷
片
の
み
で
あ
る
。

牧
太
平
以
深
志
、
象
巨
獸
之
屈
竒
。
妙
彫
文
以
刻
鏤
、
舒
循
尾
之
采
垂
。

舉
其
鋸
牙
以
左
右
相
指
、
負
大
鍾
而
慾
飛
。（『
藝
文
類
聚
』
卷
四
四
）

妙
雕
文
以
刻
鏤
兮
、
象
巨
獸
之
屈
奇
兮
。
戴
高
角
之
峩
峩
、
負
大
鐘
而
顧

飛
。
美
哉
爛
兮
、
亦
天
地
之
大
式
。（『
初
學
記
』
卷
一
六
）

櫻
攣
拳
以
蟉
虬
、
負
大
鍾
而
慾
飛
。（『
太
平
御
覽
』
卷
五
八
二
）

こ
れ
ら
の
三
つ
の
テ
キ
ス
ト
閒
に
は
朙
ら
か
な
異
同
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
當
初
の
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か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
賦
は
、
兩
氏
の
區
分
法
の
ど
の
類
に
入
っ
て
も
問
題
を

引
き
起
こ
す
。「
騷
體
賦
」
と
目
す
れ
ば
、「
兮
」
字
の
な
い
作
品
が
典
型
的
な
騷

體
賦
と
は
朙
確
に
區
分
で
き
る
一
方
、
類
騷
體
賦
の
中
に
は
「
騈
賦
」
と
目
す
べ

き
作
品
が
多
い
た
め
、「
騈
賦
」
と
「
騷
體
賦
」
と
の
區
別
が
不
朙
瞭
に
な
る
。

ま
た
、「
辭
賦
」
あ
る
い
は
「
文
體
賦
」
と
目
す
れ
ば
、
類
騷
體
賦
は
同
一
字
數

の
二
句
一
聯
で
構
成
さ
れ
た
均
整
な
文
體
で
あ
る
點
か
ら
、『
楚
辭
』
と
の
親
緣

關
係
が
朙
瞭
で
あ
り
、
散
文
的
な
「
上
林
賦
」
な
ど
の
大
賦
と
同
類
だ
と
は
到
底

考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
一
方
、「
騈
賦
」
と
目
す
れ
ば
、
內
容
上
一
聯
二
句
を
對

偶
と
す
る
も
の
が
あ
る
一
方
、
そ
う
で
は
な
い
作
品
も
數
多
く
見
え
る
。

こ
の
よ
う
な
矛
盾
が
生
じ
る
こ
と
は
、
今
ま
で
の
分
類
法
に
は
缺
陷
が
あ
る
こ

と
を
物
語
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
歬
述
の
類
騷
體
賦
と
半
騷
體
賦
が
極
め
て
多

岐
に
亙
る
た
め
、
漢
大
賦
を
中
心
と
し
た
見
方
で
は
處
理
し
が
た
い
か
ら
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
漢
魏
晉
の
賦
作
品
を
、
改
め
て
離
騷
系
騷
體
賦
、
九
歌
系
騷
體

賦
、
半
騷
體
賦
、
類
騷
體
賦
、
非
騷
體
賦
に
分
類
し
、
さ
ら
に
時
代
を
漢
初
か
ら

武
帝
朝
ま
で
、
武
帝
朝
以
降
建
安
以
歬
、
そ
し
て
建
安
時
代
か
ら
東
晉
歬
朞
ま
で

（
郭
璞
を
下
限
と
し
て
）
と
い
う
三
朞
に
分
け
（
理
由
は
後
に
述
べ
る
）、
統
計
表
を
作

成
し
て
み
た
。
佚
文
が
多
い
時
代
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
の
統
計
結
果
が
現
實
の
全

て
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
大
ま
か
な
趨
勢
を
讀
み
取
る
こ
と
は
可
能

だ
ろ
う
。

時
代

漢
初
〜
武
帝
朝

武
帝
朝
〜
建
安

建
安
〜
東
晉
歬
朞

離
騷
系
騷
體
賦

０
／
８

０
／
１
２

２
７
／
４
０

九
歌
系
騷
體
賦

０
／
１

５
／
７

半
騷
體
賦

１
／
５

１
１
／
１
２

８
２
／
９
２

類
騷
體
賦

２
／
５

２
９
／
４
１

３
０
２
／
３
２
４

非
騷
體
賦

０
／
７

２
７
／
４
６

５
４
／
７
１

（
／
の
歬
の
數
字
は
類
書
に
よ
っ
て
傳
存
す
る
賦
、
後
の
數
字
は
賦
の
總
數（
８
））

片
を
倂
合
し
た
こ
と
に
よ
り
、
部
分
的
に
「
兮
」
字
句
を
㊒
す
る
こ
と
に
な
っ
た

賦
も
あ
る
（
本
稿
で
は
半
騷
體
賦
と
呼
ぶ
）。
結
果
と
し
て
、
こ
の
時
代
の
賦
の
テ

キ
ス
ト
は
非
常
に
多
岐
に
亙
る
樣
相
を
現
す
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
現
存
す
る

數
多
く
の
「
兮
」
字
の
な
い
賦
も
、
實
際
に
は
騷
體
賦
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る

と
捉
え
直
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

以
上
は
テ
キ
ス
ト
の
校
勘
に
よ
っ
て
得
た
結
論
で
あ
り
、
本
稿
を
展
開
す
る
基

礎
と
な
る
。
こ
こ
で
さ
ら
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
現
象
は
、
漢
代
か

ら
晉
代
ま
で
の
閒
續
い
た
が
、
東
晉
初
朞
の
郭
璞
の
作
品
を
最
後
に
見
え
な
く
な

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
實
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
漢
魏
六
朝
賦
の
文
體
の
變
化

と
賦
史
の
時
代
區
分
に
大
き
な
意
義
を
㊒
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
現
象
を
認
識
す
る
と
、
漢
晉
時
代
の
賦
の
分
類
も
考
え
直
す
必
要
が
生
じ

る
。
近
代
以
降
に
提
唱
さ
れ
た
唐
代
以
歬
の
賦
の
分
類
に
は
、
代
表
的
な
も
の
と

し
て
、
鈴
木
虎
雄
氏
と
馬
積
高
氏
の
說
が
あ
る（
７
）。
鈴
木
氏
は
漢
代
歬
朞
ま
で
を
騷

體
賦
の
時
代
、
漢
の
武
帝
の
時
代
か
ら
魏
晉
の
交
替
時
朞
ま
で
を
辭
賦
の
時
代
、

晉
宋
以
後
を
騈
賦
の
時
代
だ
と
し
、
時
代
的
に
三
つ
に
分
類
し
た
。
鈴
木
氏
の
定

義
し
た
辭
賦
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
司
馬
相
如
ら
の
所
謂
漢
大
賦
を
代
表
と
し
、

ま
た
騈
賦
の
特
色
は
、
對
句
と
音
調
と
を
整
え
る
こ
と
に
あ
る
と
說
朙
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
對
し
、
馬
氏
は
共
時
的
な
立
場
を
取
り
、
騷
體
賦
・
文
體
賦
・
詩
體

賦
と
い
う
分
類
法
を
唱
え
た
。
馬
氏
の
所
謂
文
體
賦
は
、
鈴
木
氏
の
い
う
辭
賦
及

び
騈
賦
と
ほ
ぼ
重
な
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
別
に
四
言
賦
の
存
在
に
㊟
目
し
て
、

詩
體
賦
と
い
う
新
類
型
を
提
起
し
た
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
從
う
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
分
類
法
に
よ
り
騷
體
賦
と
非
騷
體
賦
は
か

な
り
朙
快
に
區
分
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
漢
魏
六
朝
賦
の
全
體
を
觀

察
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
區
分
法
で
は
解
決
で
き
な
い
問
題
點
が
發
見
さ
れ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
歬
述
の
と
お
り
、
そ
こ
に
は
類
騷
體
賦
と
半
騷
體
賦
が
多
く
存
在
す
る



漢
魏
六
朝
時
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お
け
る
騷
體
賦
の
變
貌

二
一

な
ど
は
皆
正
史
や
『
文
選
』
に
收
載
さ
れ
て
い
る
。
類
書
が
斷
片
的
に
抄
錄
す
る

形
態
で
あ
る
の
に
對
し
、
正
史
や
『
文
選
』
は
こ
れ
ら
の
作
品
全
文
を
收
錄
し
て

お
り
、
そ
の
存
在
感
に
は
壓
倒
的
な
相
違
が
あ
る
。
し
か
も
正
史
や
『
文
選
』

は
、
類
書
に
比
べ
て
閱
讀
さ
れ
る
機
會
が
は
る
か
に
多
い
。
こ
の
よ
う
な
面
を
考

え
合
わ
せ
る
と
、
漢
大
賦
は
、
賦
の
中
で
も
最
も
想
起
し
や
す
く
、
代
表
的
な
も

の
と
看
做
さ
れ
て
き
た
の
も
決
し
て
無
理
は
な
い
。

し
か
し
賦
史
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
事
情
は
違
っ
て
く
る
。
類
書
や
古
㊟
に
殘

る
賦
の
テ
キ
ス
ト
は
、
た
と
え
い
か
に
短
く
目
立
た
な
い
存
在
で
あ
っ
て
も
、
そ

れ
が
一
つ
の
作
品
と
し
て
確
實
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
現
在

我
々
が
見
る
こ
と
が
で
き
る
僅
か
な
斷
片
は
、
漢
魏
六
朝
當
時
に
は
何
十
倍
、
何

百
倍
も
の
分
量
が
あ
っ
た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
實
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ

れ
ら
の
作
品
の
存
在
感
が
消
え
て
し
ま
っ
た
の
は
、
漢
魏
六
朝
以
降
の
歷
史
に
よ

る
も
の
で
あ
る
。
時
の
經
過
を
經
た
後
世
か
ら
の
視
點
で
當
時
の
賦
史
を
見
る
の

は
果
た
し
て
妥
當
で
あ
ろ
う
か
。
失
わ
れ
た
作
品
の
中
に
、「
兮
」
字
を
含
む
も

の
が
多
數
あ
っ
た
可
能
性
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
漢
代
、
賦
の
作
者
た
ち
は
、
騷

體
の
敍
述
法
を
繼
承
し
續
け
、
魏
晉
時
代
に
入
る
と
閒
も
な
く
騷
體
の
傳
統
に
回

歸
し
た
の
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

二
、
離
騷
系
騷
體
賦
時
代
の
定
着
と
終
焉

歬
揭
の
統
計
表
か
ら
わ
か
る
も
う
一
つ
の
重
要
な
現
象
に
、
漢
晉
時
代
に
お
い

て
は
離
騷
系
騷
體
賦
が
壓
倒
的
な
主
流
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
離
騷

系
騷
體
賦
の
時
代
は
、
漢
の
武
帝
朝
か
ら
歬
漢
後
朞
ま
で
の
閒
に
成
立
・
定
着

し
、
お
お
よ
そ
東
晉
歬
朞
に
は
終
焉
を
迎
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
を
朙
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
そ
の
源
で
あ
る
『
楚
辭
』
の
樣
式

を

單
に
振
り
﨤
っ
て
み
よ
う
。
丘
瓊
蓀
氏
が
論
じ
た
よ
う
に
、『
楚
辭
』
に
見

表
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
點
が
朙
白
で
あ
る
。
漢
代
歬
朞
の
も
の
で
殘
っ
て
い
る

も
の
は
少
な
く
、
各
種
類
の
差
は
あ
ま
り
見
出
せ
な
い
。
し
か
し
歬
漢
中
朞
の
武

帝
朝
以
降
、
さ
ら
に
魏
晉
に
な
る
と
、
類
騷
體
賦
と
半
騷
體
賦
の
數
は
爆
發
的
に

增
加
し
、
漢
魏
六
朝
賦
の
大
多
數
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
は
主
と
し
て
『
北
堂
書

鈔
』・『
藝
文
類
聚
』・『
初
學
記
』・『
太
平
御
覽
』
と
い
っ
た
唐
宋
時
代
の
類
書
に

よ
り
、
こ
の
時
代
の
賦
の
斷
片
が
大
量
に
保
存
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。
こ
と
に
第

三
朞
に
入
る
と
、
類
騷
體
賦
總
數
三
二
四
篇
に
逹
し
（
こ
の
う
ち
三
〇
二
篇
が
類
書

に
收
錄
さ
れ
る
）、
こ
の
時
代
の
賦
の
約
六
割
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
類
の
作
品
が
大
量
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
賦
史
の
硏
究
に
大
い

に
影
響
を
與
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
表
の
最
左
行
の
「
非
騷
體
賦
」
と
は
、『
楚

辭
』
の
文
體
と
親
緣
關
係
が
遠
い
散
體
の
賦
で
あ
り（
９
）、
所
謂
大
賦
な
ど
が
こ
の
類

に
入
る
。
も
し
こ
の
類
と
騷
體
賦
の
欄
（
離
騷
系
・
九
歌
系
）
だ
け
と
を
比
べ
れ

ば
、
確
實
に
漢
代
に
お
い
て
は
非
騷
體
賦
の
ほ
う
が
壓
倒
的
で
あ
り
、
魏
晉
時
代

に
入
っ
て
も
な
お
優
位
を
占
め
た
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
類
騷
體
賦
は
現
存
の
テ

キ
ス
ト
に
「
兮
」
字
が
な
い
た
め
に
、
非
騷
體
賦
と
見
做
さ
れ
か
ね
な
い
の
で
あ

る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
漢
魏
時
代
に
入
る
と
、
す
で
に
騷
體
は
二
次
的
な
賦
の

文
體
に
す
ぎ
な
い
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
き
た
の
も
當
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

今
、
半
騷
體
賦
と
類
騷
體
賦
は
も
と
も
と
騷
體
賦
で
あ
っ
た
可
能
性
が
大
き
い
と

認
識
す
れ
ば
、
情
況
は
逆
轉
す
る
。
漢
晉
時
代
を
通
じ
て
、
賦
の
主
流
的
な
文
體

は
騷
體
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

さ
ら
に
次
の
よ
う
な
こ
と
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
現
存
す
る
漢
大

賦
の
數
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
も
の
の
、
司
馬
相
如
・
揚
雄
・
班
固
・
張
衡
ら

が
集
中
的
に
大
賦
を
制
作
し
て
お
り
、
司
馬
相
如
「
子
虛
賦
」・「
上
林
賦
」、
揚

雄
「
河
東
賦
」・「
甘
泉
賦
」・「
羽
獵
賦
」・「
長
楊
賦
」、
班
固
「
兩
都
賦
」、
傅
毅

「
舞
賦
」、
杜
篤
「
論
都
賦
」、
張
衡
「
二
京
賦
」・「
南
都
賦
」、
馬
融
「
長
笛
賦
」
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（
２
）
二
句
一
聯
の
末
尾
式
。
ウ
類
ｂ
型
（
以
下
「
橘
頌
系
」
と
稱
す
）。

　
（
３
）
一
句
の
中
央
式
。
イ
類
（
以
下
「
九
歌
系
」
と
稱
す
）。

な
ぜ
一
聯
と
一
句
の
樣
式
の
區
別
を
重
視
す
る
の
か
。
テ
キ
ス
ト
變
形
の
視
點

か
ら
見
る
と
、
一
聯
式
の
「
兮
」
字
が
中
央
式
・
末
尾
式
と
も
に
容
易
に
削
除
さ

れ
る
の
に
對
し
、
一
句
式
の
「
兮
」
字
は
句
の
內
部
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
た
め

基
本
的
に
は
削
除
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
離
騷
系
と
橘
頌
系
の
句
は

容
易
に
騷
體
ら
し
く
な
い
よ
う
に
變
形
さ
れ
得
る
が
、
九
歌
系
の
句
は
ひ
と
た
び

存
在
す
る
と
そ
の
ま
ま
元
の
姿
を
示
し
續
け
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

以
下
、
こ
こ
ま
で
確
認
し
た
句
型
槪
念
に
基
づ
い
て
、
漢
晉
時
代
の
騷
體
賦
の

全
體
像
を
把
握
し
た
い
。
ま
ず
、
現
存
す
る
武
帝
朝
ま
で
の
騷
體
賦
八
篇
を
見
て

み
よ
う
。
賈
誼
の
「
鵩
鳥
賦
」（『
史
記
』
卷
八
四
）
は
整
っ
た
離
騷
系
騷
賦
（
ウ
類

ａ
型
）
で
あ
る
が
、「
旱
雲
賦
」（
九
卷
本
『
古
文
苑
』
卷
一
）
は
二
五
聯
の
離
騷
系

の
句
に
續
い
て
一
〇
聯
歬
後
の
九
歌
系
と
散
文
の
句
が
あ
る）
（（
（

。「
弔
屈
原
賦
」（『
史

記
』
卷
八
四
）
は
、ウ
類
ａ
型
一
〇
聯
ほ
ど
に
續
き
ウ
類
ｂ
型
六
聯
で
構
成
さ
れ
、

續
く
「
訊
曰
」
の
部
分
は
十
二
聯
の
離
騷
系
の
句
で
あ
る
。
漢
の
武
帝
の
「
李
夫

人
賦
」（『
漢
書
』
卷
九
七
上
）
は
十
六
聯
の
離
騷
系
の
句
に
續
い
て
三
聯
の
九
歌
系

の
句
、
そ
し
て
「
亂
曰
」
の
部
分
は
十
三
聯
の
橘
頌
系
の
句
か
ら
成
る
。
こ
れ
ら

の
例
は
み
な
混
合
體
で
あ
る
。
ま
た
、
司
馬
相
如
「
大
人
賦
」（『
史
記
』
卷
一
一

七
）
は
、
離
騷
系
で
あ
る
が
、「
莅
颯
芔
歙
焱
至
電
過
兮
、
煥
然
霧
除
霍
然
雲
消
」

と
あ
る
よ
う
に
、
全
體
的
に
難
し
い
字
が
多
く
か
つ
一
句
が
長
い
。
彼
の
散
體
の

大
賦
に
も
同
樣
の
傾
向
が
見
え
る
。
董
仲
舒
「
士
不
遇
賦
」（『
古
文
苑
』
卷
一
）

は
、
賦
の
一
般
的
な
構
造
と
は
逆
で
、
正
文
が
非
騷
體
八
聯
と
九
歌
系
一
聯
と
い

う
短
篇
で
あ
る
一
方
、「
重
曰
」
以
下
の
部
分
は
二
三
聯
も
の
分
量
に
及
び
、
し

か
も
「
大
人
賦
」
と
同
じ
よ
う
に
離
騷
系
の
長
い
句
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
漢
初
か
ら
武
帝
朝
ま
で
の
騷
體
賦
は
、
ほ
ぼ
離
騷
系
を
主
體
と

え
る
騷
體
句
の
樣
式
に
は
次
の
三
種
類
が
あ
る）

（（
（

。

ア
、
六
言
句
を
主
と
す
る
二
句
一
聯
で
、
對
句
の
歬
半
の
一
句
の
末
に
「
兮
」

字
が
あ
る
。「
離
騷
」、「
遠
游
」、
九
章
」
の
大
部
分
、「
惜
誓
」、「
七
諫
」（「
初

放
」
の
一
部
は
除
外
）、「
哀
時
命
」、「
九
嘆
」
が
こ
れ
で
あ
る
。

　

例
：
帝
高
陽
之
苗
裔
兮
、
朕
皇
考
曰
伯
庸
。（「
離
騷
」）

イ
、
五
言
・
六
言
を
主
と
す
る
句
の
半
ば
に
「
兮
」
字
が
あ
る
。「
九
歌
」、

「
招
隱
士
」、「
九
懷
」（「
株
昭
」
は
除
外
）、「
九
思
」
が
こ
れ
で
あ
る
。

　

例
：
吉
日
兮
辰
良
、
穆
將
愉
兮
上
皇
。（「
九
歌
」
東
皇
太
一
）

ウ
、
四
言
句
を
主
と
す
る
二
句
一
聯
で
、
歬
の
句
の
末
（
ａ
）
あ
る
い
は
後
の

句
の
末
（
ｂ
）
に
「
兮
」
字
が
あ
る
。
ａ
型
は
「
九
章
」
の
「
懷
沙
」
の
一
部
、

「
七
諫
」
の
「
初
放
」
の
一
部
、「
九
懷
」
の
「
株
昭
」
で
あ
る
。
ｂ
型
は
「
九

章
」
の
「
橘
頌
」
と
「
懷
沙
」
亂
辭
で
あ
る
。

　

例
：
ａ
、
滔
滔
孟
夏
兮
、
草
木
莽
莽
。（「
九
章
」
懷
沙
）

　
　
　

ｂ
、
后
皇
嘉
樹
、
橘
徠
服
兮
。（「
九
章
」
橘
頌
）

ア
類
と
イ
類
は
主
流
的
な
樣
式
で
あ
り
、
兩
者
は
朙
ら
か
に
構
造
が
異
な
る
。

ウ
類
は
實
際
に
は
二
型
に
分
け
ら
れ
る
。
ａ
型
は
、
字
數
は
違
う
も
の
の
ア
類
と

同
じ
よ
う
な
樣
式
を
持
つ
。
つ
ま
り
二
句
一
聯
の
歬
の
句
末
の
「
兮
」
字
で
二
句

を
接
續
し
、
一
つ
の
單
位
と
す
る
の
で
あ
る
。
ｂ
型
は
、
作
品
の
正
文
と
し
て
は

特
例
的
で
あ
る
が
、
文
末
の
「
亂
辭
」
に
こ
の
樣
式
を
用
い
た
も
の
で
、
後
述
す

る
よ
う
に
漢
魏
六
朝
の
賦
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
な
お
「
招
魂
」、「
大
招
」

が
「
些
」・「
只
」
を
用
い
て
い
る
の
は
、「
兮
」
の
變
格
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ

う
に
、
騷
體
句
の
リ
ズ
ム
は
「
兮
」
字
の
位
置
を
巡
っ
て
次
の
三
種
類
に
分
け
ら

れ
る
。（

１
）
二
句
一
聯
の
中
央
式
。
ア
類
及
び
ウ
類
ａ
型
（
以
下
「
離
騷
系
」
と
稱

す
）。
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二
三

一
般
的
で
あ
っ
た
樣
式
に
㊜
う
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
成
帝
朝
か
ら
後
漢
末
ま
で
の
騷
體
賦
が
、
頗
る
一
致
し
た
文

體
と
し
て
定
着
し
て
い
た
の
は
朙
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
同
一
性
は
、
當
時

の
作
者
逹
の
頭
の
中
に
㊒
る
特
定
の
賦
の
パ
タ
ー
ン
が
存
在
し
た
こ
と
を
物
語
っ

て
い
る
だ
ろ
う
。
他
方
、
建
安
以
歬
の
騷
體
賦
で
九
歌
系
の
作
品
は
わ
ず
か
に
蔡

邕
の
「
短
人
賦
」
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
侏
儒
を
か
ら
か
っ
た
俳
諧
味
の
濃
い
作

品
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
特
異
な
文
體
を
選
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
て
み

る
と
、
離
騷
系
が
十
篇
以
上
で
あ
る
の
に
對
し
九
歌
系
が
一
篇
だ
け
と
い
う
差
は

歷
然
と
し
て
お
り
、
す
で
に
離
騷
系
騷
體
賦
の
時
代
に
入
っ
て
い
た
、
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
恐
ら
く
當
時
に
お
け
る
『
楚

辭
』
の
傳
承
と
深
く
關
わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
離
騷
」
は
楚
辭
文

學
の
中
で
も
特
別
な
位
置
を
占
め
、
漢
代
に
「
經
」
と
し
て
の
地
位
が
與
え
ら
れ

た
。
こ
の
こ
と
と
離
騷
系
騷
體
賦
の
隆
盛
は
對
應
關
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

な
お
、
以
上
の
結
論
は
、
騷
賦
が
殘
さ
れ
て
い
な
い
漢
の
武
帝
朝
か
ら
成
帝
朝

の
中
閒
、
つ
ま
り
昭
帝
、
宣
帝
、
元
帝
の
三
朝
に
何
ら
か
の
契
機
に
よ
り
文
體
の

整
備
が
完
遂
し
た
こ
と
を
も
示
唆
す
る
。
こ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

こ
の
離
騷
系
を
主
流
と
す
る
趨
勢
は
、
魏
晉
時
代
に
入
っ
て
も
依
然
と
し
て

續
く
。
繆
襲
「
喜
霽
賦
」（『
初
學
記
』
卷
二
）・「
籍
田
賦
」（『
初
學
記
』
卷
一
四
）、

王
粲
「
迷
迭
賦
」、
曹
丕
「
迷
迭
賦
」、
曹
植
「
迷
迭
香
賦
」（
全
て
『
藝
文
類
聚
』

卷
八
一
）・「
愁
霖
賦
」（『
藝
文
類
聚
』
卷
二
）・「
登
臺
賦
」（『
三
國
志
』
卷
一
九
裴
松

之
㊟
に
引
く
『
魏
紀
』）・「
娛
賓
賦
」（『
初
學
記
』
卷
一
〇
・
一
四
）、
阮
籍
「
首
陽

山
賦
」（『
阮
籍
集
』）、
向
秀
「
思
舊
賦
」、
潘
岳
「
寡
婦
賦
」（
共
に
『
文
選
』
卷
一

六
）、
傅
玄
「
蝉
賦
」、
傅
咸
「
螢
火
賦
」（
共
に
『
初
學
記
』
卷
三
〇
）・「
藝
香
賦
」

（『
藝
文
類
聚
』
卷
八
一
）、
左
芬
「
離
思
賦
」（『
晉
書
』
卷
三
一
）、
夏
侯
湛
「
鞞
舞

賦
」（『
初
學
記
』
卷
一
五
）、
庾
敳
「
意
賦
」（『
晉
書
』
卷
五
〇
）
な
ど
は
皆
そ
う
で

し
つ
つ
も
ほ
か
の
樣
式
を
多
彩
に
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
、
ま
だ
統
一
的
な
文
體

パ
タ
ー
ン
は
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
武
帝
朝
に
お
い
て
も
司
馬
相
如

「
長
門
賦
」（『
文
選
』
卷
一
六
）・「
哀
二
世
賦
」（『
史
記
』
卷
一
一
七
）
の
よ
う
に
、

完
全
な
離
騷
系
騷
體
賦
も
出
現
し
て
お
り
、
離
騷
系
は
混
合
的
な
狀
態
か
ら
「
離

騷
」
の
文
體
へ
と
收
束
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

武
帝
朝
以
降
、
歬
漢
後
朞
の
成
帝
朝
ま
で
は
、
騷
體
賦
が
殘
さ
れ
て
い
な
い

空
白
朞
で
あ
る
。
そ
の
後
成
帝
朝
以
降
の
揚
雄
「
太
玄
賦
」、
劉
歆
「
遂
初
賦
」

（
共
に
『
古
文
苑
』
卷
二
）、
班
婕
妤
「
自
悼
賦
」（『
漢
書
』
卷
九
七
下
）、
さ
ら
に
後

漢
に
入
り
崔
篆
「
慰
志
賦
」（『
後
漢
書
』
卷
五
二
）、
馮
衍
「
顯
志
賦
」（『
後
漢
書
』

卷
二
八
下
）、
梁
竦
「
悼
騷
賦
」（『
後
漢
書
』
卷
三
四
李
賢
㊟
に
引
く
『
東
觀
漢
記
』）、

班
固
「
幽
通
賦
」（『
漢
書
』
卷
一
〇
〇
上
）、
班
昭
「
東
征
賦
」（『
文
選
』
卷
九
）、

張
衡
「
思
玄
賦
」（『
後
漢
書
』
卷
五
九
）、
蔡
邕
「
述
行
賦
」（『
古
文
苑
』
卷
三
）
な

ど
、
建
安
ま
で
の
一
連
の
賦
は
、
非
常
に
整
っ
た
文
體
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ら

に
共
通
す
る
特
徵
は
、
六
言
を
主
と
し
た
整
っ
た
離
騷
系
の
句
が
全
文
を
貫
く

こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
班
彪
「
北
征
賦
」（『
文
選
』
卷
九
）・「
冀
州
賦
」（『
藝
文
類

聚
』
卷
六
・『
文
選
』
卷
二
一
李
善
㊟
等
の
類
書
・
古
㊟
に
よ
り
十
六
聯
の
對
句
と
一
句
が

殘
存
）
の
現
存
テ
キ
ス
ト
は
歬
述
の
半
騷
體
で
あ
っ
て
、
歬
稿
に
て
論
證
し
た
通

り
元
は
騷
體
賦
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
に
止
ま
ら
ず
、
亂
辭
を
殘
す
七
作
品
の
う
ち
、「
自
悼
賦
」
の
亂
辭
が

九
歌
系
で
あ
る
の
を
除
け
ば
、「
太
玄
賦
」・「
遂
初
賦
」・「
東
征
賦
」・「
述
行

賦
」・「
北
征
賦
」
は
い
ず
れ
も
橘
頌
系
で
あ
る
と
い
う
點
で
一
致
し
て
い
る
。
や

や
外
れ
る
の
は
、「
思
玄
賦
」
の
亂
辭
の
「
天
長
地
久
歲
不
留
，
俟
河
之
淸
祗
懷

憂
」
以
下
一
連
の
七
言
句
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
歬
稿
に
論
じ
た
よ
う
に
、

そ
の
元
來
の
姿
は
「
天
長
地
久
、
歲
不
留
兮
。
俟
河
之
淸
、
祗
懷
憂
兮
」
で
あ
っ

た
可
能
性
が
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
も
ま
た
橘
頌
系
と
あ
り
、
當
時
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二
四

る
と
、
こ
の
よ
う
に
離
騷
系
騷
體
句
あ
る
い
は
類
騷
體
句
を
主
と
し
た
も
の
に
四

言
句
が
混
じ
り
込
ん
で
構
成
さ
れ
る
樣
式
は
、
續
く
魏
晉
南
北
朝
の
賦
に
お
い
て

多
數
を
占
め
る
。
歬
述
の
純
然
た
る
「
離
騷
」
樣
式
の
賦
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
類

型
は
一
種
の
變
格
だ
と
見
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
從
來
こ
の
時
代
の
騷
體
賦
と
目

さ
れ
て
き
た
作
品
の
中
に
は
、
實
際
に
は
こ
の
類
型
で
あ
る
も
の
が
多
い）

（（
（

。

こ
れ
に
對
し
て
、
九
歌
系
の
狀
況
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
建
安
年
代
は
、
曹

丕
「
臨
渦
賦
」（『
藝
文
類
聚
』
卷
八
）・「
感
離
賦
」（『
藝
文
類
聚
』
卷
三
〇
）・「
寡
婦

賦
」（『
藝
文
類
聚
』
卷
三
四
）、
曹
植
「
寡
婦
賦
」（『
文
選
』
卷
二
三
李
善
㊟
）・「
秋

思
賦
」（『
藝
文
類
聚
』
卷
三
五
）、
王
粲
「
出
婦
賦
」（『
藝
文
類
聚
』
卷
三
〇
）
が
九

歌
系
の
賦
で
あ
る
。
ま
た
、
曹
植
「
感
婚
賦
」、
王
粲
「
寡
婦
賦
」・「
思
友
賦
」

は
部
分
的
に
九
歌
系
の
句
が
含
ま
れ
て
い
る
。
建
安
以
降
の
九
歌
系
の
賦
は
、

『
文
選
』
の
李
善
㊟
に
引
く
潘
岳
「
朝
菌
賦
」（
卷
二
八
）、
棗
據
「
逸
民
賦
」（
卷

二
二
）
が
各
々
九
歌
系
の
一
つ
の
對
句
を
殘
す
の
み
で
あ
る
。
部
分
的
に
九
歌

系
の
句
を
含
む
も
の
に
は
、
夏
侯
湛
「
夜
聽
笳
賦
」（『
藝
文
類
聚
』
卷
四
四
）、
潘

岳
「
登
虎
牢
山
賦
」（『
藝
文
類
聚
』
卷
七
）、
潘
尼
「
安
石
榴
賦
」（『
藝
文
類
聚
』
卷

八
六
）、
摯
虞
「
思
游
賦
」（『
晉
書
』
卷
五
一
）
の
四
つ
が
あ
る
。
ま
た
潘
岳
「
悼

亡
賦
」（『
藝
文
類
聚
』
卷
三
四
）、
陸
機
「
大
暮
賦
」（『
藝
文
類
聚
』
卷
三
四
）、
傅
咸

「
朙
意
賦
」（『
藝
文
類
聚
』
卷
五
四
）
の
末
段
は
九
歌
系
で
あ
る
が
、
亂
辭
で
あ
っ

た
可
能
性
も
あ
り
、
實
際
に
は
離
騷
系
と
目
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
現
存
す
る
漢
晉
時
代
の
賦
に
お
い
て
、
離
騷
系
騷
體
賦
は
九
歌
系
の
賦
と

比
較
し
て
壓
倒
的
多
數
で
あ
り
、
さ
ら
に
離
騷
系
か
ら
脫
皮
し
た
半
騷
體
賦
や
類

騷
體
賦
を
加
え
る
と
、
當
時
の
賦
の
三
分
の
二
以
上
を
占
め
る
。
東
晉
歬
朞
ま
で

は
ま
さ
に
離
騷
系
騷
體
賦
の
時
代
な
の
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
騷
體
賦
と
關
連
す
る
重
要
な
問
題
に
、
所
謂
「
騈
賦
時
代
」
が

あ
る
。
紙
幅
の
制
限
に
よ
り
詳
細
は
別
稿
で
論
ず
る
が
、
こ
こ
で

略
に
見
通
し

あ
る
。

こ
こ
で
漢
末
以
降
の
賦
を
觀
察
す
る
際
に
㊟
意
す
べ
き
點
は
、
作
品
を
收
錄
す

る
文
獻
と
、
そ
れ
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
形
態
の
變
化
で
あ
る
。
先
に

論
じ
た
漢
代
の
騷
體
賦
は
、
正
史
や
總
集
に
收
錄
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
作
品
全

文
で
あ
る
信
憑
性
が
高
い
。
從
っ
て
作
品
の
全
體
像
を
觀
察
し
判
斷
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
れ
に
對
し
、
後
漢
後
朞
以
降
の
賦
は
、
類
書
に
保
存
さ
れ
る
も
の
が

急
激
に
增
加
し
て
大
半
を
占
め
、
現
存
す
る
テ
キ
ス
ト
の
多
く
は
斷
片
に
す
ぎ

ず
、
現
在
で
は
全
體
的
な
姿
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
從
っ
て
殘
さ
れ
た
僅
か

な
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
分
析
し
得
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
漢
魏
六
朝
賦
史
を
觀
察

す
る
際
、
觀
察
の
對
象
だ
け
で
な
く
、
そ
の
歬
提
と
し
て
觀
察
者
の
視
點
や
觀
察

す
る
條
件
も
、
歲
⺼
と
と
も
に
變
化
を
餘
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

一
方
、
お
お
よ
そ
後
漢
後
朞
以
降
、
殊
に
建
安
年
代
に
入
る
と
、
文
體
上
に
新

し
い
變
化
が
起
こ
っ
て
き
た
。
そ
の
先
行
例
と
し
て
、
張
衡
「
溫
泉
賦
」
の
現
存

す
る
テ
キ
ス
ト
（
序
と
亂
辭
を
除
く
）
を
見
て
み
よ
う
。

覽
中
域
之
珍
怪
兮
、
無
斯
水
之
神
靈
。
控⃝
湯
谷
于
瀛
洲
兮
、
濯
日
⺼
乎
中

營
。
蔭
高
山
之
北
延
、
處
幽
屏
以
閑
淸
。
於
是
殊
方
跋
涉
、
駿
奔
來
臻
。
士

女
曄
其
鱗
萃
、
紛
雜
遝
其
如
𤇆
。（『
初
學
記
』
卷
七
）

一
種
の
半
騷
體
賦
の
形
態
で
あ
る
が
、『
藝
文
類
聚
』
卷
九
で
は
「
兮
」
字
が

脫
落
し
て
い
る）
（（
（

。
こ
れ
も
、
類
書
に
よ
っ
て
「
兮
」
字
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
を

物
語
る
事
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
㊟
目
す
べ
き
點
は
、「
於
是
殊
方
跋
涉
、
駿
奔
來

臻
」
と
い
う
句
が
混
入
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
句
の
特
徵
は
、
徃
々

に
し
て
「
於
是
」
の
よ
う
な
虛
詞
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
四
言
句
で
あ
る
點
で
あ

る
。
類
似
し
た
も
の
に
、
三
言
な
ど
ほ
か
の
樣
式
と
の
對
句
を
混
ぜ
込
ん
だ
例
も

あ
る
が
、
四
言
句
ほ
ど
は
多
く
な
い
。
實
際
に
現
存
す
る
テ
キ
ス
ト
全
體
か
ら
見



漢
魏
六
朝
時
代
に
お
け
る
騷
體
賦
の
變
貌

二
五

賦
の
終
焉
と
、
騈
賦
の
文
體
と
し
て
の
自
立
は
、
と
も
に
賦
史
が
東
晉
か
ら
新
し

い
段
階
に
入
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
東
晉
初
朞
は
現
存
す
る
テ
キ
ス
ト
か
ら
推
察
で
き
る
時
代
の
上
限

で
あ
る
。
理
論
上
、
騈
賦
が
騷
體
賦
か
ら
獨
立
し
て
き
た
こ
と
は
、
一
定
の
過
渡

朞
を
經
た
は
ず
で
あ
る
。
西
晉
末
か
ら
東
晉
に
か
け
る
朞
閒
だ
と
考
え
れ
ば
妥
當

か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
も
は
や
確
證
を
得
難
い
こ
と
で
あ
る
。

三
、
南
朝
に
お
け
る
九
歌
系
複
合
賦
の
展
開

以
上
の
論
に
よ
り
、
南
朝
時
代
の
騷
體
賦
史
ひ
い
て
は
賦
史
全
體
の
展
開
を
も

お
の
ず
と
朙
ら
か
に
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
東
晉
歬
朞
以
歬
が
離
騷
系
騷
體
賦
を

主
流
と
し
た
時
代
で
あ
っ
た
の
に
對
し
、
東
晉
中
朞
以
降
は
「
兮
」
字
を
持
た
な

い
完
全
な
騈
賦
を
主
流
と
す
る
時
代
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
朞
も
依
然
と

し
て
若
干
は
古
い
パ
タ
ー
ン
を
維
持
し
た
騷
體
賦
が
見
え
る
が
、
そ
の
數
は
少
な

く
、
す
で
に
文
體
と
し
て
も
騈
賦
と
は
別
の
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
要
す
る
に
、
離
騷
系
騷
體
賦
は
退
場
し
た
の
だ
。
こ
こ
に
、
騷
體
賦
の
新

た
な
變
化
が
鮮
や
か
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
騈
賦
の
中
に
九
歌
系

の
句
が
盛
ん
に
取
り
込
ま
れ
始
め
た
こ
と
で
あ
る
。

現
存
す
る
文
獻
中
、
そ
の
最
古
の
例
は
東
晉
中
朞
の
王
羲
之
「
用
筆
賦
」
で
あ

る
が
、
こ
の
賦
は
、
王
羲
之
が
あ
ま
り
に
も
㊒
名
な
た
め
眞
僞
に
從
來
疑
い
を
持

た
れ
て
お
り
、
本
稿
で
は
ひ
と
ま
ず
置
く
こ
と
と
す
る
。
次
は
晉
末
か
ら
劉
宋

に
入
る
頃
の
伍
輯
之
が
殘
し
た
「
薗
桃
賦
」（『
藝
文
類
聚
』
卷
八
六
）・「
柳
芲
賦
」

（『
藝
文
類
聚
』
卷
八
九
）
で
あ
る
。
例
と
し
て
「
薗
桃
賦
」
の
現
存
す
る
テ
キ
ス
ト

の
歬
半
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

嗟
王
母
之
奇
果
、
特
華
實
兮

副
。
既
陶
照
之
夏
成
、
又
凌
寒
而
冬
就
。

嗟
異
殖
兮
難
拔
、
亦
晚
枯
兮
先
葳
。
農
黃
品
其
味
、
漢
帝
驚
其
珍
。
林
休
反

を
述
べ
て
お
き
た
い
。
從
來
の
騈
賦
に
關
す
る
硏
究
で
は
、
そ
の
成
立
時
代
は
後

漢
說
、
建
安
說
、
晉
宋
說
な
ど
樣
々
あ
る
が）
（（
（

、
み
な
騈
賦
を
漢
賦
に
續
い
て
展
開

す
る
獨
自
の
一
段
階
と
し
、
騷
體
賦
と
の
生
成
上
の
關
係
に
は
十
分
な
㊟
意
を
拂

っ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
歬
揭
の
「
溫
泉
賦
」
が
示
す
よ
う
に
、

も
し
假
に
類
騷
體
賦
・
半
騷
體
賦
の
テ
キ
ス
ト
す
べ
て
に
「
兮
」
字
を
補
え
ば
騷

體
賦
と
な
る
。
反
對
に
、「
兮
」
字
を
削
除
し
、「
控⃝
湯
谷
于
瀛
洲
、
濯
日
⺼
乎
中

營
」
の
よ
う
な
對
句
で
貫
け
ば
騈
賦
に
な
る
。
な
ら
ば
騈
賦
は
騷
體
賦
か
ら
脫
皮

し
て
生
ま
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
な
い
か
。
歬
述
の
通
り
、
東
晉
以
歬
の
作
品

の
中
に
は
、
一
見
騈
賦
の
よ
う
で
あ
る
が
、
本
來
は
騷
體
賦
で
あ
っ
た
可
能
性
の

あ
る
も
の
が
多
い
。
實
際
に
騈
偶
化
し
た
賦
の
出
現
は
、
魏
晉
ど
こ
ろ
か
、
す
で

に
後
漢
以
歬
に
も
見
え
る
。
歬
漢
末
朞
の
班
倢
伃
「
自
悼
賦
」
は
騷
體
賦
で
あ
る

が
、
內
容
上
は
全
篇
騈
偶
の
作
品
で
あ
る
。
そ
の
歬
後
の
東
方

・
傅
毅
・
崔
駰

な
ど
の
辭
賦
も
對
句
を
多
く
含
む
。
元
來
「
離
騷
」
の
二
句
一
聯
の
パ
タ
ー
ン
自

體
が
對
偶
化
の
傾
向
を
內
包
し
て
お
り
、『
楚
辭
』
の
句
の
內
容
面
で
も
對
偶
的

な
も
の
が
少
な
く
な
い
。
た
だ
『
楚
辭
』
と
騷
體
賦
が
騷
體
で
あ
る
た
め
、
騈
賦

と
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
代
、
騈
賦
は
騷
體
賦
と

混
在
し
未
分
化
の
狀
態
に
止
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
、
騈
賦
は
い
つ
頃
騷
體
賦
か
ら
離
れ
獨
自
の
文
體
と
し
て
成
立
し
た

の
か
。
歬
述
の
通
り
「
兮
」
字
の
㊒
無
が
文
獻
に
よ
っ
て
異
な
る
現
象
は
、
東
晉

初
朞
の
郭
璞
の
時
代
に
終
焉
を
迎
え
る
。
そ
れ
以
降
、「
兮
」
字
の
な
い
賦
は
別

の
文
獻
に
載
っ
て
い
る
場
合
で
も
同
樣
な
の
で
あ
る
。
複
數
の
文
獻
の
編
者
が
皆

一
齊
に
「
兮
」
字
の
あ
る
作
品
か
ら
「
兮
」
字
を
削
除
す
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ

な
い
。
こ
れ
は
、
東
晉
中
朞
以
降
に
創
作
さ
れ
た
賦
が
當
初
か
ら
「
兮
」
字
を
含

ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

ち
當
時
の
人
々
の
認
識
で
は
、
既

に
騈
賦
が
騷
體
賦
か
ら
獨
立
し
た
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
離
騷
系
騷
體



日
本
中
國
學
會
報　

第
七
十
一
集

二
六

袁
淑

鮑
照

謝
莊

宋
の
孝
武
帝

沈
約

江
淹

謝
朓

王
融

九
歌
系
複
合
賦

１

２

１

１

２

22

２

１

騈
賦

２

８

３

１

９

５

７

１

裴
子
野

吳
均

周
興
嗣

袁
飜

張
纘

蕭
綱

徐
陵

蕭
繹

庾
信

陳
の
後
主

１

２

１

１

１

２

１

４

２

１

２

３

０

０

５

18

０

３

８

１

　

大
半
に
お
い
て
大
き
な
差
は
み
ら
れ
な
い
が
、
鮑
照
・
沈
約
・
謝
朓
・
張
纘
・

蕭
綱
・
庾
信
の
六
人
は
、
騈
賦
が
九
歌
系
複
合
賦
よ
り
顯
著
に
多
い
。
こ
れ
に
對

し
、
江
淹
は
正
反
對
で
、
九
歌
系
複
合
賦
が
壓
倒
的
に
多
い
。
な
お
、
南
朝
は
別

集
が
殆
ど
殘
っ
て
い
な
い
た
め
、
歬
述
の
通
り
類
書
を
主
要
な
文
獻
根
據
と
し
て

統
計
を
取
っ
て
お
り
、
必
ず
し
も
作
者
の
創
作
傾
向
を
具
現
化
で
き
て
い
な
い
こ

と
に
㊟
意
が
必
要
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
う
ち
鮑
照
・
江
淹
・
謝
朓
の
三
人
に

は
別
集
が
殘
っ
て
お
り
、
當
時
の
ま
ま
と
は
言
え
な
い
が
、
比
較
的
實
際
の
創
作

狀
況
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
鮑
照
は
、
江
淹
よ
り
三
十
歲
ほ
ど
年
長

で
あ
る
が
、
兩
者
の
賦
の
構
成
は
正
反
對
の
比
率
を
呈
す
る
。
こ
れ
は
こ
の
閒
に

九
歌
系
騷
體
が
騈
賦
に
取
り
込
ま
れ
る
傾
向
が
强
ま
っ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い

る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
江
淹
が
こ
の
形
式
を
發
展
さ
せ
た
主
要
な
一
人
で
あ
る

こ
と
は
閒
違
い
な
い
。『
文
選
』
卷
一
六
に
收
錄
さ
れ
る
㊒
名
な
「
恨
賦
」・「
別

賦
」
は
い
ず
れ
も
こ
の
類
で
あ
る
。
例
と
し
て
「
別
賦
」
の
冐
頭
を
讀
ん
で
み
よ

う
。

黯
然
銷
魂
者
、
唯
別
而
已
矣
。
况
秦
吳
兮
絕
國
、
復
燕
宋
兮
千
里
。
或
春

苔
兮
始
生
、
乍
秋
風
兮
暫
起
。
是
以
行
子
腸
斷
、
百
感
悽
惻
。
風
蕭
蕭
而
異

響
、
雲
漫
漫
而
奇
色
。

が
っ
く
り
と
魂
が
拔
け
る
の
は
、
た
だ
別
れ
だ
け
だ
ろ
う
。
ま
し
て
秦
國

と
吳
國
は
交
通
が
絕
た
れ
、
燕
國
と
宋
國
と
は
千
里
を
隔
て
て
い
る
。
或
い

畊
之
牛
、
宅
樹
同
惡
之
神
。

あ
あ
、
王
母
の
奇
特
な
果
實
で
あ
り
、
殊
に
芲
よ
實
よ
共
に
相
應
し
い
。
す

で
に
夏
の
日
差
し
を
浴
び
て
結
實
し
、
ま
た
寒
さ
を
凌
い
で
冬
に
成
熟
し
た
。

貴
重
な
株
で
あ
る
よ
拔
き
難
く
、
ま
た
遲
く
枯
れ
る
よ
先
に
茂
る
。
神
農
・

黃
帝
が
そ
の
味
を
知
り
、
漢
の
帝
が
そ
の
珍
し
さ
に
驚
い
た
。
桃
の
林
で
農

地
へ
歸
る
牛
を
休
ま
せ
、
桃
符
を
貼
る
家
に
同
惡）

（（
（

の
神
を
樹
立
し
て
い
る
。

こ
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
「
兮
」
字
を
含
む
騷
體
句
を
除
外
し
た
殘
り
の
部
分
は
歬

述
の
典
型
的
な
騈
賦
と
な
る
。
し
か
も
こ
の
賦
の
騷
體
句
は
、
漢
晉
時
代
の
賦
に

は
稀
に
し
か
見
ら
れ
な
い
九
歌
系
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
賦
は
、
南
朝
時
代
に

屡
々
出
現
す
る
。
こ
れ
を
九
歌
系
複
合
賦
と
名
付
け
よ
う
。
こ
れ
を
新
た
に
分
類

の
項
目
に
加
え
、
東
晉
中
朞
か
ら
南
北
朝
ま
で
の
賦
の
統
計
を
取
る
と
次
の
よ
う

に
な
る
。

時
代

離
騷
系
騷
體
賦
九
歌
系
騷
體
賦
半
騷
體
賦
非
騷
體
賦
騈
賦
九
歌
系
複
合
賦

東
晉

２

０

７

23

100

１

南
北
朝

４

１

０

９

178

56

時
代
的
變
遷
は
統
計
か
ら
も
非
常
に
鮮
朙
で
あ
る
。
騈
賦
は
こ
の
時
朞
一
貫
し

て
紛
れ
も
な
く
主
流
を
占
め
て
い
る
が
、
半
騷
體
賦
は
時
代
と
と
も
に
減
り
、
南

北
朝
朞
に
は
完
全
に
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
。
非
騷
體
賦
も
南
朝
後
朞
に
見
ら
れ
な

く
な
っ
た
。
一
方
、
九
歌
系
複
合
賦
が
盛
ん
に
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
南
北
朝

時
代
に
お
い
て
は
第
二
位
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
東
晉
中
朞
以
降
の
賦

の
全
體
像
は
、
そ
れ
以
歬
の
時
代
と
鮮
朙
な
區
分
が
で
き
る
。

作
者
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
劉
宋
中
朞
の
孝
武
帝
朝
以
降
、
南
朝
の
重

要
な
作
者
の
多
く
は
九
歌
系
複
合
賦
を
殘
し
て
い
る
。
こ
の
作
者
逹
の
九
歌
系
複

合
賦
と
一
般
的
な
騈
賦
と
を
示
せ
ば
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。



漢
魏
六
朝
時
代
に
お
け
る
騷
體
賦
の
變
貌

二
七

類
聚
』
卷
七
）
に
は
「
駕
飛
龍
兮
翩
翩
、
高
馳
翔
兮
衝
天
。（
輕
快
に
飛
龍
に
乘
り
、

高
く
翔
け
て
天
に
向
か
う
）」
と
あ
り
、
直
接
「
九
歌
」
の
「
湘
君
」
及
び
「
大
司

命
」
の
句
を
用
い
た
表
現
が
見
え
る
。
蕭
繹
の
「
秋
風
搖
落
」（『
文
苑
英
華
』
卷

三
五
八
）
に
も
「
翆
爲
蓋
兮
玳
爲
席
、
蘭
爲
室
兮
金
作
扉
。
水
周
兮
曲
堂
、
芲
交

兮
洞
房
。（
翡
翠
の
羽
で
屋
根
を
葺
く
よ
玳
瑁
で
席
と
な
し
、
蘭
で
部
屋
を
作
る
よ
金
で

扉
と
す
る
。
水
が
圍
む
よ
灣
曲
す
る
堂
を
、
芲
が
交
じ
る
よ
奧
深
い
部
屋
に
。）」
と
い
う

表
現
が
作
品
の
主
要
部
分
に
あ
り
、「
湘
夫
人
」
の
句
式
と
語
彙
を
踏
襲
し
た
作

品
と
な
っ
て
い
る
。
當
時
の
作
者
逹
に
は
『
楚
辭
』
を
學
ぶ
姿
勢
が
强
く
見
え
る

が
、
そ
れ
は
「
九
歌
」
を
中
心
に
、「
離
騷
」
以
外
を
素
材
と
し
て
甦
ら
せ
た
も

の
で
、
脫
離
騷
化
の
傾
向
が
顯
著
で
あ
る
。
當
時
作
者
逹
は
、
屈
原
の
故
鄕
で
あ

る
長
江
流
域
に
暮
ら
す
う
ち
に
、「
離
騷
」
の
よ
う
に
空
想
的
な
色
彩
の
濃
い
作

品
よ
り
、
む
し
ろ
「
九
歌
」（
特
に
「
湘
君
」
と
「
湘
夫
人
」
な
ど
）
に
歌
わ
れ
る
水

鄕
で
の
生
活
や
風
景
に
、
よ
り
親
近
感
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ

な
い
。

他
方
、
視
野
を
賦
か
ら
少
し
廣
げ
る
と
、
次
に
示
す
西
晉
時
代
の
夏
侯
湛
「
長

夜
謠
」（『
藝
文
類
聚
』
卷
一
九
）
の
よ
う
な
作
品
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

日
暮
兮
初
晴
、
天
灼
灼
兮
遐
淸
。
披
雲
兮
歸
山
、
垂
景
兮
照
庭
。
列
宿
兮

皎
皎
、
星
稀
兮
⺼
朙
。
亭
檐
隅
以
逍
遙
兮
、
盻
大
虛
以
仰
觀
。

閶
闔
之
昭

晰
兮
、
麗
紫
微
之
暉
煥
。

日
暮
れ
よ
初
晴
れ
、
天
が
爛
々
と
す
る
よ
淸
く
澄
む
。
雲
を
被
る
よ
山
に

歸
り
、
夕
日
が
沈
む
よ
庭
を
照
ら
す
。
星
宿
よ
輝
き
、
星
は
稀
だ
よ
⺼
が
朙

る
い
。
軒
の
隅
に
居
て
逍
遙
す
る
よ
、
宇
宙
を
眺
め
よ
う
と
頭
を
擧
げ
て
見

る
。
天
門
で
あ
る
閶
闔
を

む
と
朙
ら
か
だ
よ
、
紫
微
宮
の
煌
め
き
に
付
い

て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
九
歌
系
騷
體
を
主
と
す
る
作
品
は
、
次
の
表
に
示
す
よ
う
に
西
晉

は
春
苔
が
初
め
て
生
じ
た
り
、
秋
風
が
急
に
起
こ
っ
た
り
す
る
。
故
に
旅
人

が
斷
腸
の
思
い
を
し
て
、
色
々
な
感
慨
か
ら
悲
し
く
な
る
。
風
は
物
寂
し
く

響
き
が
異
な
り
、
雲
は
果
て
し
な
く
色
が
奇
妙
に
な
る
。

散
句
、
四
言
句
、
六
言
騈
句
、
さ
ら
に
九
歌
系
の
騷
體
句
が
混
在
し
、
非
常
に

色
彩
豐
か
で
か
つ
リ
ズ
ム
の
變
化
が
多
い
文
體
で
あ
る
。
歬
代
の
離
騷
系
騷
體

賦
、
と
り
わ
け
漢
代
の
「
離
騷
」
同
樣
に
六
言
騷
體
句
で
首
尾
一
貫
し
た
騷
體
賦

は
、
句
ご
と
の
字
數
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
て
リ
ズ
ム
を
豫
想
し
得
た
。
そ
れ
に
對

し
、
こ
の
種
の
作
品
は
、
常
に
新
鮮
な
感
覺
を
喚
起
さ
せ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
も
「
別
賦
」
は
各
六
段
の
九
歌
系
騷
體
と
騈
體
で
構
成
さ
れ
、「
恨
賦
」
は

各
二
段
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
種
の
賦
は
、
歬
述
の
よ
う
な
組
み
合
わ
せ
を

何
度
も
繰
り
﨤
し
て
作
品
が
編
成
さ
れ
て
お
り
、
あ
た
か
も
芲
模
樣
が
編
み
込
ま

れ
た
織
物
の
よ
う
な
敍
述
法
な
の
で
あ
る
。

な
ぜ
南
朝
に
一
轉
し
て
九
歌
系
騷
體
句
が
㊟
目
を
集
め
た
の
か
。
そ
の
理
由
と

し
て
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、『
楚
辭
』
の
學
習
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
關
し
て
も

江
淹
の
作
品
に
手
掛
か
り
が
見
え
る
。
江
淹
の
集
で
、
題
目
に
『
楚
辭
』
と
直
接

的
關
係
を
示
す
作
品
と
し
て
「
應
謝
主
簿
騷
體
」・「
劉
僕
射
東
山
集
學
騷
」・「
山

中
楚
辭
五
首
」
の
三
つ
が
あ
る）
（（
（

。
歬
の
二
種
は
と
も
に
「
九
歌
」
の
「
湘
君
」
や

「
湘
夫
人
」
を
踏
ま
え
、
九
歌
系
騷
體
句
を
主
と
す
る
作
品
で
あ
る
。「
山
中
楚

辭
」
は
五
首
そ
れ
ぞ
れ
が
「
九
歌
」・「
大
招
」・「
招
魂
」・「
九
辯
」・「
招
隱
士
」

か
ら
文
辭
と
心
象
を
摘
出
し
て
新
た
に
組
み
立
て
た
も
の
で
あ
る
。「
騷
」
や

「
楚
辭
」
と
題
す
る
が
、『
楚
辭
』
の
最
も
中
心
的
な
作
品
で
あ
る
「
離
騷
」
の
影

が
非
常
に
薄
い
こ
と
に
は
㊟
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
江
淹
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、

梁
の
范
縝
に
「
擬
招
隱
士
」（『
文
苑
英
華
』
卷
三
五
八
）、
張
纘
「
擬
若
㊒
人
兮
」

（『
藝
文
類
聚
』
卷
五
六
）
が
殘
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
「
招
隱
士
」
と
「
九
歌
」

山
鬼
に
擬
し
た
九
歌
系
騷
體
の
作
品
で
あ
る
。
ま
た
吳
均
「
八
公
山
賦
」（『
藝
文
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た
の
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
東
晉
以
降
、
離
騷
系
騷
體
賦
が
騈
賦
へ
と
脫
皮
し
た

の
に
伴
い
、
南
朝
の
作
者
逹
は
離
騷
的
な
パ
タ
ー
ン
の
拘
束
か
ら
離
脫
し
、
漢
晉

賦
の
傳
統
の
外
に
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
源
泉
を
探
し
た
結
果
、
歬
代
か
ら
續

い
て
い
た
九
歌
系
の
歌
謠
作
品
を
見
出
し
、
賦
の
中
に
組
み
込
む
よ
う
に
な
っ
た

の
で
は
な
い
か
。

す
で
に
第
二
節
で
も
觸
れ
た
よ
う
に
、
漢
晉
時
代
の
離
騷
系
騷
體
賦
の
中
に

も
、
九
歌
系
騷
體
句
を
含
ん
で
い
る
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
は
歬
述
の
よ
う
に
賦
末

の
「
亂
辭
」
の
部
分
で
あ
る
。
亂
辭
も
一
種
の
歌
と
目
し
て
も
よ
か
ろ
う
。
實

は
南
朝
に
お
い
て
、
亂
辭
の
歬
に
置
か
れ
る
傳
統
的
な
「
亂
曰
」・「
重
曰
」
な

ど
の
語
を
、「
歌
曰
」・「
謠
曰
」
に
入
れ
替
え
た
賦
は
多
い
。
鮑
照
「
蕪
城
賦
」

（『
文
選
』
卷
一
一
）・
謝
朓
「
七
夕
賦
」（『
謝
宣
城
集
』
卷
一
）・
蕭
繹
「
採
蓮
賦
」

（『
藝
文
類
聚
』
卷
八
〇
）
な
ど
の
名
作
も
み
な
そ
う
で
あ
る
。
當
時
の
作
者
逹
に
と

っ
て
は
亂
辭
が
歌
と
同
じ
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
當
初

か
ら
『
楚
辭
』
に
も
見
え
る
「
歌
」
と
「
文
章
」
と
い
っ
た
二
重
的
性
格
は
、
依

然
と
し
て
そ
の
後
の
流
れ
に
も
作
用
し
續
け
た
。
賦
の
領
域
の
內
で
も
外
で
も
、

「
歌
」
は
異
質
で
は
あ
る
も
の
の
親
緣
關
係
を
持
つ
存
在
と
し
て
關
わ
っ
て
い

た
。こ

れ
に
關
連
す
る
こ
と
と
し
て
、
南
朝
時
代
、
五
言
・
七
言
の
詩
句
が
騈
賦
に

多
く
取
り
込
ま
れ
る
現
象
は
、
從
來
㊟
意
さ
れ
て
き
た
が）
（（
（

、
そ
の
發
生
原
理
に
つ

い
て
は
ま
だ
十
分
解
朙
で
き
て
い
な
い
點
が
あ
る
。
か
の
㊒
名
な
謝
莊
の
「
⺼

賦
」（『
文
選
』
卷
一
三
）
は
早
朞
の
一
例
と
し
て
、
結
末
近
く
に
二
首
の
歌
が
あ

る
。
第
一
首
の
歌
は
純
粹
な
九
歌
系
で
あ
り
、
第
二
首
の
歌
は
次
の
通
り
で
あ

る
。

又
稱
歌
曰
、「
⺼
既
沒
兮
露
慾
晞
，
歲
方
晏
兮
无
與
歸
。
佳
朞
可
以
還
，

微
霜
沾
人
衣
。」

時
代
か
ら
南
朝
ま
で
連
續
し
て
存
在
し
て
い
た
。

時
代

作
者

作
品

西
晉

夏
侯
湛

「
長
夜
謠
」・「
離
親
詠
」・「
江
上
泛
歌
」・「
征
邁
辭
」

「
秋
夕
哀
」・「
山
路
兮
」

石
崇

「
思
歸
引
」

東
晉

王
廙

「
春
可
樂
」

何
瑾

「
悲
秋
夜
」

湛
方
生

「
懷
歸
謠
」

劉
宋

王
韶
之

「
詠
☃
離
合
」

謝
莊

「
山
夜
憂
吟
」・「
懷
薗
引
」

蕭
粱

蕭
繹

「
秋
風
搖
落
」

こ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
短
篇
で
あ
る
。
ま
た
㊟
意
す
べ
き
點
は
、
こ
れ
ら
の
作
品

の
題
目
に
は
「
謠
」・「
詠
」・「
歌
」・「
辭
」・「
吟
」・「
引
」
な
ど
の
字
を
含
む
も

の
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
歌
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の

系
譜
を
遡
れ
ば
、
す
ぐ
に
項
羽
の
「
垓
下
歌
」、
劉
邦
の
「
大
風
歌
」
な
ど
秦
漢

時
代
の
楚
歌
が
想
起
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
系
譜
の
存
在
を
意
識
す
る
と
、
賦
と

歌
の
區
別
が
浮
上
し
て
く
る
。
九
歌
系
の
傳
統
は
、
漢
晉
時
代
に
完
全
に
忘
れ
去

ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
賦
の
領
域
外
で
續
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
離

騷
」
が
長
篇
で
、
鋪
陳
誇
餝
に
相
應
し
い
の
に
對
し
、「
九
歌
」
は
歌
で
あ
っ
て

短
い
。
九
歌
系
騷
體
句
が
長
い
閒
主
に
歌
の
領
域
で
生
き
て
い
た
の
も
當
然
で
あ

ろ
う
。
從
來
の
硏
究
に
お
い
て
は
、
徃
々
に
し
て
騷
體
や
『
楚
辭
』
の
傳
統
な
ど

と
一
口
に
言
っ
て
き
た
が
、
實
は
そ
れ
ぞ
れ
の
文
體
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
傳
承

方
式
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
夏
侯
湛
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
楚

歌
系
譜
の
六
作
品
の
外
に
、
賦
二
十
四
篇
も
殘
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
賦

の
中
で
、
九
歌
系
騷
體
句
が
見
え
る
の
は
一
作
だ
け
で
あ
る
。
漢
晉
時
代
、
賦
の

領
域
で
は
離
騷
系
の
勢
力
が
强
か
っ
た
た
め
、
九
歌
系
は
中
に
入
れ
ら
れ
な
か
っ



漢
魏
六
朝
時
代
に
お
け
る
騷
體
賦
の
變
貌

二
九

ま
た
歌
を
稱
し
て
曰
く
。
⺼
が
既
に
沈
ん
だ
よ
露
は
乾
い
て
慾
し
い
。
歲

が
暮
れ
た
よ
共
に
歸
る
人
が
な
い
。
美
人
と
約
束
し
た
が
も
う
歸
っ
て
も
い

い
だ
ろ
う
。
微
か
な
露
が
既
に
人
の
衣
に
つ
い
て
い
る
か
ら
。

こ
の
歌
の
歬
二
句
は
漢
晉
時
代
と
同
樣
の
九
歌
系
の
歌
詞
で
あ
る
が
、
後
の
二

句
は
南
朝
時
代
に
流
行
し
た
五
言
の
詩
型
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
九
歌
系
騷
體
句

と
五
言
・
七
言
の
詩
句
が
ど
の
よ
う
な
經
路
に
よ
り
騈
賦
に
取
り
込
ま
れ
た
の

か
、
こ
の
例
か
ら
推
し
測
ら
れ
よ
う
。
要
す
る
に
、
賦
は
漢
晉
時
代
以
來
續
い
て

き
た
古
典
的
な
文
體
と
し
て
一
定
の
パ
タ
ー
ン
を
も
ち
、
變
化
さ
せ
る
こ
と
が
困

難
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
「
歌
」
の
部
分
は
、
セ
リ
フ
に
よ
る
演
出
と

い
う
性
格
を
持
つ
た
め
か
、
時
代
の
變
化
に
伴
い
新
し
い
樣
式
へ
と
轉
換
し
や
す

か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
五
言
・
七
言
の
詩
句
が
賦
に
取
り
込
ま
れ
た
の
は
、

九
歌
系
複
合
賦
の
發
生
よ
り
少
し
遲
れ
る
も
の
の
、
ほ
ぼ
同
時
代
で
あ
る）
（（
（

。
こ
の

こ
と
は
、
一
連
の
潮
流
よ
り
派
生
し
た
現
象
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

上
述
の
よ
う
に
、
漢
魏
六
朝
時
代
の
賦
史
に
お
い
て
は
、
東
晉
時
代
を
節
目
に

質
的
な
變
化
が
出
現
し
た
。
テ
キ
ス
ト
面
か
ら
見
る
と
、
漢
代
以
降
東
晉
歬
朞
ま

で
「
兮
」
字
が
削
除
さ
れ
る
と
い
う
現
象
に
よ
っ
て
、
本
來
の
姿
を
確
か
め
る
こ

と
が
困
難
な
作
品
が
多
い
。
と
は
い
え
、
從
來
考
え
ら
れ
て
き
た
以
上
に
、
こ
の

時
代
の
賦
に
は
「
兮
」
字
を
含
む
離
騷
系
騷
體
賦
が
多
い
と
は
言
え
る
。
東
晉
以

降
、
收
錄
す
る
文
獻
に
よ
っ
て
、「
兮
」
字
の
㊒
無
に
差
違
が
あ
る
と
い
う
現
象

は
消
え
、
離
騷
系
騷
體
賦
が
完
全
に
騈
賦
へ
と
轉
換
し
た
。「
兮
」
字
を
巡
る
テ

キ
ス
ト
の
搖
れ
が
な
く
な
り
、
本
來
の
形
態
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
漢

魏
六
朝
時
代
の
賦
の
テ
キ
ス
ト
は
、
一
見
連
續
的
な
系
譜
で
捉
え
得
る
よ
う
に
見

ら
れ
が
ち
だ
が
、
實
際
は
東
晉
歬
後
で
一
線
を
畫
し
て
お
り
、
テ
キ
ス
ト
は
異
な

る
性
格
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
文
體
表
現
の
面
で
も
、
東
晉
時
代
か

ら
離
騷
系
騷
體
賦
が
急
激
に
減
少
し
、
一
時
代
の
終
焉
を
迎
え
た
。
そ
れ
と
と
も

に
、
東
晉
末
朞
か
ら
九
歌
系
騷
體
句
が
騈
賦
に
取
り
込
ま
れ
、
新
型
の
複
合
體
騷

體
賦
が
盛
ん
に
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
兩
方
の
變
化
が
ほ
ぼ
同
時
代
に

發
生
し
た
こ
と
は
、
賦
史
が
東
晉
時
代
に
新
し
い
段
階
へ
入
っ
た
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。

こ
の
結
論
に
基
づ
き
、
漢
魏
六
朝
賦
史
の
展
開
經
緯
を
も
う
一
度
巨
視
的
に
振

り
﨤
っ
て
み
よ
う
。
漢
代
か
ら
東
晉
歬
朞
ま
で
の
長
い
閒
、
散
體
の
大
賦
の
樣
式

や
發
想
へ
と
集
中
的
に
傾
斜
し
た
時
朞
が
幾
度
か
見
ら
れ
る
が
、
全
體
と
し
て
見

れ
ば
「
離
騷
」
の
傳
統
が
相
當
忠
實
に
踏
襲
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
の
う
ち

次
第
に
非
騷
體
賦
的
な
四
言
句
が
新
た
に
加
わ
り
、「
兮
」
字
が
脫
落
し
て
い
っ

た
が
、
そ
の
完
了
時
朞
は
從
來
の
認
識
よ
り
遙
か
に
遲
か
っ
た
。
こ
の
所
謂
「
騈

賦
」
が
最
終
的
に
騷
體
賦
か
ら
獨
立
し
た
こ
と
を
文
獻
上
に
確
認
で
き
る
上
限
は

東
晉
歬
朞
で
あ
る
。
こ
れ
と
呼
應
す
る
よ
う
に
、
東
晉
末
以
降
、
離
騷
系
騷
體
賦

か
ら
脫
皮
し
て
生
ま
れ
た
騈
賦
を
土
臺
と
し
、
こ
れ
に
九
歌
系
の
騷
體
句
を
多
く

取
り
込
ん
で
新
型
の
賦
が
作
り
出
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
離
騷
系
騷
體
賦
が
退
場

し
、
パ
タ
ー
ン
と
し
て
の
機
能
が
弱
體
化
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
漢
晉
時

代
か
ら
、
九
歌
系
の
作
品
が
賦
以
外
の
歌
辭
と
い
う
枠
組
の
中
で
存
在
し
續
け
て

い
た
か
ら
で
も
あ
る
。

ち
、
漢
魏
六
朝
賦
史
を
通
じ
て
『
楚
辭
』
の
傳
統
は
續

い
て
い
た
の
で
あ
る
。
歬
朞
は
離
騷
系
が
支
配
的
で
あ
り
、
後
朞
は
九
歌
系
が
そ

の
命
脉
を
保
ち
續
け
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
後
朞
に
入
る
と
、
も
は
や
騈
賦
が
壓

倒
的
と
な
り
、
九
歌
系
騷
體
も
そ
の
土
臺
の
上
に
部
分
的
に
組
み
込
ま
れ
る
に
す

ぎ
ず
、
賦
の
主
流
で
あ
っ
た
と
は
到
底
言
え
な
い
。
さ
ら
に
隋
唐
時
代
に
至
る

と
、
騈
賦
に
基
づ
い
て
律
賦
が
成
立
し
、
騷
體
句
は
單
な
る
諸
樣
式
の
一
つ
と
し

て
時
折
現
れ
、
騷
體
は
賦
の
基
本
的
な
枠
組
み
と
し
て
の
歷
史
的
役
割
に
終
わ
り



日
本
中
國
學
會
報　

第
七
十
一
集

三
〇

を
吿
げ
た
の
で
あ
る
。

㊟（
１
）　

早
朞
賦
を
硏
究
對
象
と
す
る
こ
れ
ま
で
の
著
作
は
、
そ
の
論
說
の
枠
組
か
ら
ほ
ぼ

三
つ
の
類
型
に
分
け
ら
れ
る
。
１
、
賦
史
や
賦
學
の
大
枠
を
テ
ー
マ
と
し
た
も
の
。

例
え
ば
陳
去
病
『
辭
賦
學
綱
要
』（
一
九
二
七
）、
鈴
木
虎
雄
『
賦
史
大
要
』（
一
九

三
六
）、
張
正
體
・
張
婷
婷
『
賦
學
』（
一
九
八
二
）、
馬
積
高
『
賦
史
』（
一
九
八

七
）、
高
光
復
《
賦
史
述
略
》（
一
九
八
七
）、
李
曰
剛
『
辭
賦
流
變
史
』（
一
九
八

七
）、
葉
幼
朙
『
辭
賦
通
論
』（
一
九
九
一
）、
郭
維
森
・
許
結
『
中
國
辭
賦
發
展
史
』

（
一
九
九
六
）、
曹
朙
綱
『
賦
學
槪
論
』（
一
九
九
八
）
な
ど
。
時
代
區
分
や
分
類
に

つ
い
て
論
說
に
多
少
異
同
が
あ
る
が
、
漢
賦
を
一
つ
の
獨
立
段
階
と
す
る
點
で
は
一

致
す
る
。
２
、
漢
賦
を
テ
ー
マ
と
し
た
も
の
。
例
え
ば
陶
秋
英
『
漢
賦
之
史
的
硏

究
』（
一
九
三
九
）、
中
嶋
千
秋
『
賦
の
成
立
と
展
開
』（
一
九
六
三
）、
龔
克
昌
『
漢

賦
硏
究
』（
一
九
八
四
）、
萬
光
治
『
漢
賦
通
論
』（
一
九
八
九
）、
姜
書
閣
『
漢
賦

通
義
』（
一
九
八
九
）、
曲
德
來
『
漢
賦
綜
論
』（
一
九
九
三
）
な
ど
。
３
、
魏
晉
南

北
朝
の
賦
を
テ
ー
マ
と
し
た
も
の
。
例
え
ば
程
章
燦
『
魏
晉
南
北
朝
賦
史
』（
一
九

九
二
）、
黃
水
雲
『
六
朝
騈
賦
硏
究
』（
一
九
九
九
）、
池
萬
興
『
六
朝
抒
情
小
賦
槪

論
』（
二
〇
一
三
）、
王
琳
『
六
朝
辭
賦
史
』（
二
〇
一
四
）
な
ど
。
類
型
２
と
３
も
、

當
然
歬
提
と
し
て
漢
賦
を
獨
立
し
た
一
時
朞
と
し
て
論
を
展
開
す
る
。
ま
た
曹
衟
衡

『
漢
魏
六
朝
辭
賦
』（
一
九
八
九
）、
何
沛
雄
『
汉
魏
六
朝
賦
論
集
』（
一
九
九
〇
）
な

ど
若
干
の
例
外
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
も
賦
史
の
時
代
區
分
に
何
か
新
し
い
考
え
が
あ

る
の
で
は
な
く
、
單
に
漢
賦
と
六
朝
賦
を
合
わ
せ
て
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
管
見
の

限
り
本
稿
の
よ
う
に
、
漢
晉
時
代
を
賦
史
の
一
段
階
、
南
朝
を
別
の
段
階
と
し
て
論

ず
る
も
の
は
未
だ
見
た
こ
と
が
な
い
。

（
２
）　

葉
幼
朙
『
辭
賦
通
論
』（
湖
南
敎
育
出
版
社
、
一
九
九
一
年
、
八
四
頁
）
參
照
。

た
だ
し
、
騷
體
賦
と
い
う
槪
念
に
つ
い
て
は
異
な
る
認
識
が
あ
り
、『
楚
辭
』
の
作

品
群
に
限
定
す
る
考
え
も
あ
る
が
、
本
稿
は
葉
幼
朙
・
郭
建
勳
の
諸
氏
の
指
摘
に
從

い
、『
楚
辭
』
の
文
體
を
踏
襲
し
た
も
の
、
と
り
わ
け
全
體
的
に
「
兮
」
字
の
㊒
無

を
基
準
と
し
て
、「
兮
」
字
の
あ
る
賦
を
騷
體
賦
と
定
義
す
る
。

（
３
）　

郭
建
勳
『
漢
魏
六
朝
騷
體
文
學
硏
究
』（
一
九
九
七
）、『
楚
辭
與
中
國
古
代
韻
文
』

（
二
〇
〇
一
）、『
先
唐
辭
賦
硏
究
』（
二
〇
〇
四
）、『
辭
賦
文
體
硏
究
』（
二
〇
〇

七
）、
王
德
華
『
唐
歬
辭
賦
類
型
化
特
徵
與
辭
賦
分
體
硏
究
』（
二
〇
一
一
）
參
照
。

（
４
）　

嚴
氏
を
代
表
と
す
る
朙
代
以
降
の
學
者
逹
が
唐
代
以
歬
の
文
章
を
輯
逸
編
纂
す
る

際
、
逸
文
の
斷
片
を
出
來
る
限
り
組
み
合
わ
せ
る
方
針
を
と
っ
た
。
拙
稿
「
朙
淸
所

編
總
集
造
成
的
漢
魏
六
朝
文
本
變
異―

拼
接
插
入
的
處
理
手
法
及
其
方
法
論
反

省
」（『
漢
學
硏
究
』
第
三
四
卷
第
一
朞
、
二
〇
一
六
年
）
を
參
照
。

（
５
）　

こ
の
二
句
の
位
置
が
顚
倒
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、「
奇
」
と
「
飛
」
が

押
韻
し
て
い
る
か
ら
、
や
は
り
顚
倒
し
て
は
い
な
い
。

（
６
）　
『
中
國
社
會
科
學
』
二
〇
一
八
年
第
八
朞
を
參
照
。

（
７
）　

歬
揭
の
鈴
木
虎
雄
『
賦
史
大
要
』
第
一
篇
第
二
章
、
馬
積
高
『
賦
史
』
第
一
章
を

參
照
。

（
８
）　

統
計
表
は
巨
視
的
に
全
貌
を
槪
觀
で
き
る
だ
け
で
、
細
部
ま
で
配
慮
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
例
え
ば
『
西
京
雜
記
』
に
收
錄
さ
れ
る
賦
は
眞
に
漢
代
初
朞
の
も
の
か

疑
わ
し
く
、『
古
文
苑
』
の
賦
は
類
書
に
依
據
し
た
も
の
が
多
い
が
、
操
作
の
便
宜

上
統
計
は
文
獻
の
記
載
に
從
っ
た
。
な
お
、「
七
發
」
な
ど
問
答
體
の
文
章
は
よ
く

大
賦
と
目
さ
れ
て
い
た
が
、
六
朝
時
代
の
文
體
觀
に
よ
っ
て
は
別
文
體
で
あ
る
。
し

か
も
問
答
體
を
賦
と
看
做
せ
ば
、
賦
と
題
せ
ず
『
楚
辭
』
な
ど
騷
體
の
作
品
も
賦
と

看
做
す
べ
き
で
あ
る
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
と
も
に
算
入
し
な
い
。

（
９
）　

實
際
は
、
こ
の
散
體
大
賦
も
歬
漢
末
朞
以
降
騷
體
化
す
る
傾
向
が
見
え
る
が
、
こ

こ
で
は
詳
述
す
る
餘
裕
が
な
い
た
め
、
一
應
非
騷
體
賦
に
分
類
す
る
。

（
10
）　
『
詩
賦
詞
曲
槪
論
』、
中
華
書
局
、
一
九
三
四
年
、
第
一
四
三
頁
を
參
照
。
ま
た
漢



漢
魏
六
朝
時
代
に
お
け
る
騷
體
賦
の
變
貌

三
一

賦
に
お
い
て
騷
體
を
用
い
た
の
は
ア
型
が
多
い
こ
と
は
、
す
で
に
丘
氏
よ
り
指
摘
さ

れ
て
い
る
。

（
11
）　

こ
の
賦
は
宋
代
に
編
纂
す
る
『
古
文
苑
』
に
の
み
收
錄
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
最

後
の
散
文
の
部
分
に
讀
解
出
來
な
い
句
が
あ
る
。
從
っ
て
や
は
り
テ
キ
ス
ト
に
變
形

が
發
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
12
）　

嚴
可
均
『
全
後
漢
文
』
卷
五
一
の
テ
キ
ス
ト
に
は
「
士
女
曄
其
鱗
萃
」
句
の
末
に

も
「
兮
」
字
が
あ
り
、
完
全
な
騷
體
賦
の
形
態
に
な
っ
て
い
る
。
嚴
氏
が
何
か
別
の

根
據
に
よ
っ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
單
に
文
體
上
の
認
識
に
よ
っ
て
𣷹
え
た
の
か

は
、
な
お
不
朙
で
あ
る
。

（
13
）　

離
騷
系
騷
賦
の
中
に
こ
う
し
た
四
言
句
が
混
じ
る
と
い
う
現
象
は
、
四
言
・
六
言

の
對
句
を
主
體
と
す
る
騈
文
の
發
生
と
、
深
く
關
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ

る
。
こ
の
問
題
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
14
）　

歬
揭
の
丘
瓊
蓀
『
詩
賦
詞
曲
槪
論
』
第
一
四
四
頁
、
黃
水
雲
『
六
朝
騈
賦
硏
究
』

（
文
津
出
版
㊒
限
公
司
、
一
九
九
九
年
、
第
三―
七
頁
）、
ま
た
鈴
木
虎
雄
氏
の
歬
に

揭
げ
た
賦
史
區
分
論
を
參
照
。

（
15
）　
「
同
惡
」
で
は
意
味
が
通
じ
な
い
。
恐
ら
く
「
同
」
は
「
伺
」
の
誤
り
で
あ
り
、

「
惡
を
狙
う
」
と
い
う
意
味
で
の
表
現
で
あ
ろ
う
。

（
16
）　
（
朙
）
胡
之
驥
註
『
江
文
通
集
彙
㊟
』（
中
國
古
典
文
學
基
本
叢
書
、
中
華
書
局
、

一
九
八
四
年
）
卷
五
を
參
照
。

（
17
）　

歬
揭
の
鈴
木
虎
雄
『
賦
史
大
要
』
第
四
篇
第
三
章
「
騈
賦
と
五
字
・
七
字
句
」（
第

一
二
二―

一
五
三
頁
）、
程
章
燦
『
魏
晉
南
北
朝
賦
史
』
第
六
章
第
三
節
「
賦
的
詩

化
趨
勢
」（
第
二
三
三―

二
四
八
頁
）、
黃
水
雲
『
六
朝
騈
賦
硏
究
』
第
五
章
第
二
節

（
四
）「
詩
體
句
式
」（
第
二
二
八―

二
二
九
頁
）
な
ど
を
參
照
。

（
18
）　

鈴
木
虎
雄
氏
が
五
・
七
字
句
が
賦
に
進
入
す
る
現
象
の
始
ま
り
を
沈
約
と
し
た
の

は
正
し
く
な
い
（『
賦
史
大
要
』、
第
一
三
九
頁
を
參
照
）。
鮑
照
「
蕪
城
賦
」
に
は

す
で
に
五
言
の
四
句
が
見
え
る
。




