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衛

は
じ
め
に

宋
晗
『
平
安
朝
文
人
論
』（
以
下
、
本
書
）
は
、
平
安
朝
に
お
け
る
文
人
が
、

中
国
文
人
の
精
神
世
界
を
内
面
化
し
、
集
団
の
漢
文
学
か
ら
個
人
の
漢
文
学
を

学
び
取
っ
て
い
く
過
程
を
論
述
し
た
作
品
で
あ
る
。
本
書
の
論
旨
を
わ
た
し
な

り
に
ま
と
め
る
と
、
平
安
朝
文
人
は
、
詩
壇
に
お
い
て
嵯
峨
天
皇
の
嗜
好
に
即

し
た
漢
詩
を
作
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
、
互
い
に
詩
作
の
技
量
を
高
め
合
っ
た
結

果
、
集
団
的
な
詩
作
の
中
で
、
文
人
そ
れ
ぞ
れ
が
私
的
な
抒
情
を
表
す
こ
と
に

目
覚
め
て
い
っ
た
。
九
世
紀
半
ば
の
『
白
氏
文
集
』
の
将
来
に
よ
り
、
詩
賦
だ

け
で
な
く
散
文
で
自
己
表
出
す
る
術
を
学
び
取
り
、
集
団
的
な
漢
文
学
か
ら
脱

却
し
、
個
人
の
漢
文
学
が
発
展
し
て
い
く
。
十
一
世
紀
に
至
る
と
、
こ
れ
ま
で

中
国
の
詩
文
の
模
倣
で
あ
っ
た
平
安
朝
漢
文
学
は
、
『
本
朝
文
粋
』
と
い
う
詞

華
集
に
収
録
さ
れ
編
集
さ
れ
る
こ
と
で
、
今
度
は
模
倣
さ
れ
る
表
現
様
式
の
規

範
と
な
っ
た
、
と
な
る
。

評
者
は
、
こ
れ
ま
で
漢
代
易
学
を
中
心
に
研
究
を
行
っ
て
き
た
。
そ
れ
ゆ

え
平
安
漢
文
学
に
つ
い
て
は
不
案
内
な
た
め
、
理
解
が
及
ん
で
い
な
い
点
も
あ

る
。
こ
こ
で
は
書
評
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
て
提
起
し
た
疑
問
と
卑
見
、
そ
れ
に
対

す
る
著
者
の
回
答
を
ま
と
め
る
形
で
記
す
。

一
、
「
文
人
」
の
定
義

書
評
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
ま
ず
本
書
で
論
じ
ら
れ
る
「
文
人
」
の
定
義

に
つ
い
て
質
問
し
た
。
本
書
の
序
に
て
、
著
者
は
二
つ
の
条
件
で
「
文
人
」
を

定
義
し
て
い
る
。

（
ⅰ
）
大
学
寮
文
章
科
で
の
教
育
を
受
け
、
文
章
作
成
を
職
務
と
す
る
。

（
ⅱ
）
中
国
文
人
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
文
人
と
し
て
の
自
己
規
定
を
持

つ
。

こ
の
「
文
人
」
の
定
義
で
特
徴
的
な
こ
と
は
、
文
章
科
出
身
者
に
限
定
し

た
点
で
あ
る
。
工
藤
重
矩
は
、
平
安
朝
の
「
文
人
」
の
用
例
を
分
析
し
、
「
詩

会
に
召
さ
れ
て
詩
を
賦
す
者
が
即
ち
「
文
人
」
」
だ
っ
た
と
結
論
づ
け
る
。
『
続

（

一

）

日
本
記
』
『
日
本
後
記
』
を
一
読
す
る
と
、
平
安
朝
に
お
け
る
「
文
人
」
は
、

文
章
生
だ
け
で
な
く
、
儒
者
や
親
王
も
含
ま
れ
て
い
る
。
著
者
の
定
義
す
る
「
文

人
」
は
、
平
安
朝
で
の
用
語
の
「
文
人
」
と
は
違
い
が
あ
る
。
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し
か
し
本
書
を
通
読
す
る
と
、
著
者
が
定
義
し
た
「
文
人
」
で
は
な
く
、

詩
作
の
で
き
る
能
文
家
と
い
っ
た
一
般
的
な
用
語
に
近
い
意
味
で
使
用
さ
れ
て

い
る
例
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
見
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
「
菅
原
清
公
・
菅
原
道
真
・

兼
明
親
王
・
慶
滋
保
胤
と
い
っ
た
各
期
を
代
表
す
る
文
人
」
（
三
二
六
頁
）
と

あ
る
。
菅
原
清
公
・
菅
原
道
真
・
慶
滋
保
胤
は
文
章
出
身
者
で
あ
る
が
、
兼
明

親
王
は
そ
う
で
は
な
い
。
ま
た
、
文
章
科
出
身
者
で
は
な
い
紀
貫
之
も
「
文
人
」

に
含
め
て
い
る
よ
う
な
記
述
も
見
ら
れ
た
。
「
文
人
」
を
定
義
し
た
の
に
も
関

わ
ら
ず
、
文
章
科
出
身
者
以
外
の
詩
人
・
官
人
の
境
界
が
曖
昧
と
な
っ
て
い
る
。

一
方
で
、
「
憶
良
・
空
海
の
そ
れ
は
ま
だ
文
人
集
団
の
外
で
試
み
ら
れ
た
、

孤
独
な
営
為
だ
っ
た
」（
一
〇
九
頁
）
と
、
定
義
し
た
「
文
人
」
に
基
づ
い
て
、

山
上
憶
良
と
空
海
は
例
外
扱
い
す
る
。
「
文
人
」
に
近
い
人
物
か
そ
う
で
な
い

か
の
取
捨
選
択
が
、
恣
意
的
な
よ
う
な
印
象
を
受
け
た
。

ま
た
、
著
者
の
「
文
人
」
の
定
義
に
は
も
う
一
つ
の
問
題
が
あ
る
よ
う
に

思
え
た
。
そ
れ
は
平
安
朝
の
「
文
人
」
を
定
義
し
て
い
る
の
に
関
わ
ら
ず
、（
ⅱ
）

の
定
義
内
で
「
文
人
」
の
用
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

定
義
内
に
あ
る
「
文
人
」
は
一
体
ど
の
よ
う
な
人
物
を
指
す
の
か
、
（
ⅱ
）
の

定
義
の
意
味
が
把
握
し
づ
ら
く
な
っ
て
い
る
。
定
義
す
る
言
葉
が
定
義
内
に
使

わ
れ
て
い
る
の
は
、
定
義
と
し
て
不
適
当
で
は
な
い
か
。

以
上
の
疑
問
に
対
し
、
著
者
の
回
答
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

「
「
文
人
」
は
そ
も
そ
も
職
業
の
観
点
か
ら
明
晰
に
規
定
で
き
る
人
間
類
型

で
は
な
く
、
多
分
に
自
己
評
価
・
社
会
評
価
に
依
拠
す
る
も
の
だ
と
考
え
て
お

り
ま
す
。
各
分
野
そ
れ
ぞ
れ
の
「
文
人
」
像
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
拙
著
で
は
あ

く
ま
で
議
論
の
混
線
を
避
け
る
た
め
に
、
平
安
朝
漢
文
学
の
主
た
る
担
い
手
を

基
準
点
と
し
ま
し
た
。
文
章
科
で
詩
賦
詔
勅
を
ま
ん
べ
ん
な
く
作
れ
る
よ
う
訓

練
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
漢
詩
だ
け
が
作
れ
る
公
卿
も
、
論
者
に
よ
っ
て
は
「
文

人
」
に
該
当
し
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
を
切
り
捨
て
ず
に
論
じ

る
の
を
目
標
と
し
て
、
一
応
の
、
「
文
人
」
の
条
件
を
提
示
し
ま
し
た
。

平
安
朝
の
「
文
人
」
を
定
義
す
る
の
に
中
国
の
「
文
人
」
を
モ
デ
ル
と
す

る
、
と
い
う
条
件
は
ト
ー
ト
ロ
ジ
カ
ル
な
も
の
に
映
る
、
と
い
う
点
に
つ
い
て

は
、
や
は
り
中
国
の
「
文
人
」
が
職
業
で
規
定
で
き
る
人
間
類
型
で
は
な
く
、

多
分
に
自
己
評
価
・
社
会
評
価
に
依
拠
す
る
も
の
だ
か
ら
と
い
う
よ
う
な
、
こ

の
用
語
が
持
つ
曖
昧
さ
と
関
わ
り
ま
す
。
「
文
人
」
は
厳
密
に
定
義
し
よ
う
と

す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
内
含
の
焦
点
を
絞
れ
な
く
な
る
用
語
だ
と
考
え
て
お
り
ま

す
。
そ
う
し
て
平
安
朝
の
「
文
人
」
の
場
合
、
中
国
か
ら
流
入
し
た
漢
籍
を
通

じ
て
「
文
人
」
的
な
あ
り
方
を
知
る
以
外
に
「
文
人
」
を
知
る
方
途
が
無
い
、

と
い
う
情
報
伝
達
面
で
の
制
約
も
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
平
安
朝
の
「
文
人
」

を
定
義
す
る
の
に
中
国
の
「
文
人
」
を
モ
デ
ル
と
す
る
、
と
い
う
緩
い
規
定
に

留
め
ま
し
た
」
。

（

二

）

私
が
以
上
の
よ
う
な
質
問
を
し
た
理
由
に
は
、
定
義
に
は
厳
密
さ
が
必
要

だ
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
で
は
ま
ずx

=
0

の
よ
う
に
変
数
の
定
義
を
行
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
ど

ん
な
よ
い
コ
ー
ド
を
書
い
た
と
し
て
も
必
ず
エ
ラ
ー
と
出
て
し
ま
う
。
変
数
を

定
義
す
る
こ
と
は
、
初
歩
的
な
作
業
で
あ
り
な
が
ら
動
作
す
る
か
し
な
い
か
を

左
右
す
る
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
行
為
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
文
学
で
も
同

様
だ
と
思
っ
て
い
る
。
定
義
次
第
で
論
が
成
り
立
つ
か
成
り
立
た
な
い
か
大
き

く
変
わ
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
定
義
は
ゆ
る
が
せ
に
で
き
な
い
の
で
あ

る
。し

か
し
、
人
文
学
の
世
界
で
は
明
確
な
「
正
解
」
と
い
う
も
の
が
往
々
に

し
て
な
く
、
唯
一
絶
対
の
定
義
は
成
り
立
ち
が
た
く
、
見
解
の
相
違
は
生
ま
れ

や
す
い
。
「
儒
教
」
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
、
三
者
三
様
の
見
解
が
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あ
る
よ
う
に
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
正
解
」
の
な
い
定
義
に
は
、
厳
密
性
の
他

に
、
説
得
性
が
必
要
だ
と
思
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
他
に
解
釈
の
余
地
が
な
い

ほ
ど
明
確
で
、
多
く
の
人
が
そ
う
だ
と
思
え
る
よ
う
な
定
義
で
な
く
て
は
な
ら

な
い
。

本
書
の
「
文
人
」
の
定
義
に
は
、
そ
う
し
た
厳
密
性
と
説
得
性
に
不
足
を

感
じ
た
の
が
率
直
な
感
想
で
あ
る
。
む
し
ろ
先
に
挙
げ
た
、
「
文
人
」
の
用
例

か
ら
帰
納
的
に
導
き
出
し
た
工
藤
氏
の
定
義
の
ほ
う
が
厳
密
性
と
説
得
性
を
兼

ね
備
え
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
。
本
書
を
読
み
返
す
度
に
、
こ
の
「
文
人
」
の

定
義
に
本
当
に
乗
っ
か
っ
て
よ
い
の
か
、
か
り
に
工
藤
氏
の
「
文
人
」
の
定
義

に
従
っ
た
場
合
、
本
論
は
ど
こ
ま
で
有
用
性
を
持
つ
の
か
、
と
い
っ
た
疑
問
を

懐
い
た
。
今
回
の
回
答
で
は
、
「
各
分
野
そ
れ
ぞ
れ
の
「
文
人
」
像
が
あ
り
ま

す
か
ら
、
拙
著
で
は
あ
く
ま
で
議
論
の
混
線
を
避
け
る
た
め
に
平
安
朝
漢
文
学

の
主
た
る
担
い
手
を
基
準
点
と
し
」
、
「
一
応
の
、
「
文
人
」
の
条
件
を
提
示
し

た
」
と
述
べ
、
本
書
の
「
文
人
」
の
定
義
は
仮
に
設
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
他

の
定
義
を
排
し
て
い
な
い
。
今
後
、
本
書
を
さ
ら
に
発
展
展
開
す
る
に
当
た
っ

て
、
「
平
安
朝
文
人
」
を
さ
ら
に
厳
密
性
と
説
得
性
を
持
っ
た
形
で
定
義
づ
け

る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
と
僭
越
な
が
ら
思
う
次
第
で
あ
る
。

な
お
、
評
者
が
「
文
章
科
出
身
者
で
は
な
い
紀
貫
之
も
「
文
人
」
に
含
め

て
い
る
よ
う
な
記
述
も
見
ら
れ
た
」
と
し
た
の
に
対
し
、
紀
貫
之
は
大
学
寮
文

章
科
で
学
ん
で
い
た
こ
と
は
国
文
学
研
究
の
定
説
だ
と
い
う
指
摘
を
受
け
た
。

評
者
の
知
識
の
浅
さ
を
露
呈
し
た
形
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
に
訂
正
さ
せ

て
い
た
だ
く
。

二
、
公
的
漢
文
学
か
ら
私
的
漢
文
学
へ

は
成
り
立
つ
の
か

本
書
の
目
的
を
「
公
共
的
な
文
章
の
専
門
家
た
る
文
人
が
、
自
己
表
現
を

発
見
し
、
そ
れ
を
開
拓
し
て
ゆ
く
精
神
史
を
照
射
す
る
」
（
二
頁
）
と
す
る
。

ま
た
序
文
で
、
「
公
的
文
学
の
様
式
を
個
人
の
文
学
に
取
り
込
み
つ
つ
、
更
に

『
白
氏
文
集
』
を
加
味
す
る
こ
と
で
、
段
階
的
に
公
的
文
学
の
定
型
か
ら
抜
け

出
し
た
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
る
」
（
六
頁
）
と
の
見
通
し
を
示
す
。

本
書
を
通
読
し
た
際
、
嵯
峨
朝
の
詩
宴
で
行
わ
れ
た
公
的
・
集
団
的
漢
文

学
か
ら
、
『
白
氏
文
集
』
の
受
容
に
よ
り
詩
序
や
散
文
で
自
己
表
出
す
る
術
を

学
び
、
個
人
的
な
文
学
が
発
展
す
る
過
程
を
想
定
し
て
論
じ
て
い
る
よ
う
に
思

え
た
。
し
か
し
、
終
章
で
「
個
人
の
文
学
の
発
展
に
注
目
し
て
い
る
本
書
を
通

読
す
る
限
り
で
は
、
公
私
の
漢
文
学
が
一
義
的
に
緊
張
関
係
に
あ
っ
た
よ
う
に

見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
本
書
の
体
裁
の
限
界
が
も
た
ら
す
錯
覚
で

あ
る
。
恐
ら
く
事
実
と
し
て
、
私
的
な
漢
文
学
の
成
熟
と
公
的
漢
文
学
の
成
熟

は
同
時
に
進
行
し
て
い
た
」
と
述
べ
る
。
す
る
と
、
著
者
は
、
公
的
漢
文
学
か

ら
私
的
漢
文
学
へ
と
い
う
単
線
的
な
見
取
り
図
は
成
り
立
た
な
い
と
考
え
て
い

る
の
か
。
序
文
と
終
章
の
整
合
性
に
疑
問
に
思
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
質
問
に
対
し
、
著
者
は
、
序
論
で
は
公
か
ら
私
へ
と
い
う

見
取
り
図
を
提
示
し
た
つ
も
り
は
な
く
、
発
展
的
私
的
か
ら
文
学
史
を
見
た
と

き
、
古
い
も
の
か
ら
新
し
い
も
の
に
取
っ
て
代
わ
る
と
い
う
見
方
を
し
が
ち
で

あ
る
が
、
そ
う
し
た
単
純
化
し
た
図
式
に
囚
わ
れ
る
こ
と
に
注
意
を
促
す
つ
も

り
で
、
公
的
な
も
の
と
私
的
な
も
の
は
両
輪
で
あ
る
と
し
た
、
と
の
回
答
で
あ

っ
た
。

公
的
・
私
的
と
い
う
用
語
に
関
し
て
は
、
当
日
の
書
評
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
も

議
題
に
挙
が
っ
た
。
そ
れ
は
、
公
的
・
私
的
と
い
う
用
語
を
使
用
す
る
妥
当
性
、

立
場
や
時
代
に
よ
っ
て
公
的
・
私
的
の
内
容
は
変
化
し
、
こ
れ
は
公
的
、
こ
れ

は
私
的
、
と
単
純
に
切
り
分
け
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
提
起
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で
あ
っ
た
と
思
う
。
人
は
わ
か
り
や
す
い
図
式
を
好
み
、
や
や
も
す
れ
ば
単
純

化
し
た
が
る
傾
向
が
あ
る
。
私
が
、
著
書
の
意
図
に
反
し
て
、
本
書
を
公
的
か

ら
私
的
へ
の
直
線
的
な
図
式
で
捉
え
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
で
あ
る
。
し
か
し
、

単
純
な
二
項
対
立
で
論
じ
き
れ
る
ほ
ど
こ
の
世
界
は
単
調
で
は
な
く
、
現
実
は

混
乱
と
曖
昧
に
満
ち
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
二
項
対
立
で
捉
え
る
危
険
性
、
単
純

化
の
陥
穽
に
気
を
付
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
再
認
識
し
た
機
会
で
あ
っ

た
。

三
、
語
義
の
穿
鑿

次
に
、
詩
賦
を
解
釈
す
る
際
、
全
般
的
に
そ
の
原
義
以
上
に
意
味
を
読
み

取
り
過
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
問
題
を
提
起
し
た
。

具
体
的
に
は
、
「
風
月
」
と
「
嘯
」
の
解
釈
を
挙
げ
た
。
第
二
章
「
嵯
峨
朝

詩
壇
と
個
人
の
文
学
」
の
「
四

文
人
の
自
己
認
識
」
（
六
三
頁
）
で
は
、
平

安
朝
で
の
「
風
月
」
の
使
わ
れ
方
を
論
じ
て
い
る
。
「
風
月
」
は
、
詩
想
を
催

さ
せ
る
よ
う
な
美
し
い
風
景
を
意
味
し
、
転
じ
て
詩
賦
自
体
を
指
す
言
葉
と
な

っ
た
と
さ
れ
る
。
以
上
の
こ
と
は
、
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
著
者

は
ま
た
「
風
月
に
は
公
の
秩
序
か
ら
の
解
放
と
い
う
語
義
が
あ
る
」
と
言
う
。

し
か
し
、
挙
げ
て
い
る
用
例
か
ら
は
そ
こ
ま
で
導
き
出
せ
な
い
よ
う
に
思
え
た
。

次
章
「
菅
原
清
公
の
「
嘯
賦
」
―
趣
味
の
意
義
」
で
は
、
「
嘯
」
の
字
義
に
つ

い
て
考
察
し
、
「
嘯
」
に
は
超
俗
的
で
風
雅
な
要
素
が
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
も

そ
の
語
自
体
に
そ
の
意
味
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
文
脈
か
ら
そ
の
よ
う
に
捉

え
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
「
風
月
」
は
詩
賦
、
「
嘯
」
は
つ
ぶ
や
く
こ
と
や
口

笛
と
い
う
意
味
に
過
ぎ
な
く
、
中
性
的
で
無
色
な
言
葉
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
文
脈
で
様
々
な
意
味
合
い
が
付
与
さ
れ
得
る
。
言
葉
そ
れ
自
体

の
意
味
と
文
脈
か
ら
賦
与
さ
れ
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
は
別
に
考
え
る
べ
き
で
は
な

い
か
と
の
質
問
を
行
っ
た
。

以
上
の
質
問
に
対
し
、
著
者
は
、
「
「
風
月
」
や
「
嘯
」
の
語
義
で
は
な
く
、

文
脈
で
は
な
い
か
、
と
い
う
ご
指
摘
は
そ
の
通
り
で
す
」
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

四
、
都
良
香
「
弁
薫
蕕
論
」
の
語
釈

都
良
香
「
弁
薫
蕕
論
」
「
但
至
歳
窮
陰
律/

音
入
陽
爻/

群
木
栄
於
林/

百
卉

秀
於
野
」
を
解
釈
し
て
、
「
「
陰
律
」
は
陰
気
、
「
陽
爻
」
は
『
易
経
』
の
基
本

記
号
で
あ
り
、
「
陽
爻
」
は
男
性
性
・
積
極
性
な
ど
を
意
味
す
る
」
（
一
二
一

頁
）
と
す
る
。
し
か
し
、
ま
だ
語
釈
が
不
十
分
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
書
評
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
こ
の
「
歳
窮
陰
律/

音
入
陽
爻
」
に
対
し
、
ま
た
別
の
解

釈
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
一
案
を
提
示
し
た
。

「
陰
律
」
と
は
、
十
二
律
中
の
陰
に
属
す
る
音
律
の
こ
と
を
指
す
。
十
二
律

中
、
奇
数
番
目
の
音
律
を
「
律
」
、
偶
数
番
目
の
音
律
を
「
呂
」
と
呼
ぶ
。
陽

（

三

）

は
偶
数
、
陰
は
奇
数
を
代
表
す
る
。
そ
し
て
、
十
二
律
は
一
年
十
二
カ
月
に
も

配
当
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
最
初
の
律
で
あ
る
黄
鐘
は
十
一
月
、
最
初
の
呂
で
あ

る
林
鐘
は
六
月
に
配
当
さ
れ
る
よ
う
に
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
陰
律
」
は
、
と

（

四

）

り
わ
け
十
月
に
配
当
さ
れ
る
応
鐘
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
「
歳
窮
陰
律
」
と

は
、
十
月
が
窮
ま
る
こ
と
、
つ
ま
り
一
年
が
終
わ
っ
た
こ
と
を
表
し
た
句
で
あ

ろ
う
。

「
音
入
陽
爻
」
は
、
「
歳
窮
陰
律
」
が
十
月
の
窮
ま
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
一

年
が
終
わ
る
こ
と
を
表
す
と
す
れ
ば
、
十
一
月
に
入
り
、
新
た
な
一
年
が
始
ま



- 47 -

る
こ
と
を
言
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
で
は
、
そ
れ
を
「
音

は
陽
爻
に
入
る
」
と
表
現
し
た
の
は
ど
う
し
て
か
。
評
者
は
十
二
消
息
卦
に
基

づ
い
た
と
考
え
る
。
十
二
消
息
卦
と
は
、
復

・
臨

・
泰

・
大
壮

・
夬

䷗

䷒

䷊

䷡

・
乾

・
姤

・
遯

・
否

・
観

・
剥

・
坤

の
十
二
卦
を
陽
あ
る

䷪

䷀

䷫

䷠

䷋

䷓

䷖

䷁

い
は
陰
が
一
爻
ご
と
に
伸
長
す
る
よ
う
に
並
べ
、
そ
れ
ぞ
れ
十
二
ヶ
月
に
配
当

す
る
説
の
こ
と
で
あ
る
。
十
月
は
す
べ
て
が
陰
で
あ
る
坤

、
十
一
月
は
初
爻

䷁

に
は
じ
め
て
陽
が
現
れ
た
復

に
配
当
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
音
入
陽
爻
」
は
、

䷗

十
月
か
ら
十
一
月
、
坤
卦
か
ら
復
卦
に
移
り
、
陽
爻
が
進
み
入
っ
た
こ
と
を
念

頭
に
置
い
た
句
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
か
ら
は
余
事
に
な
る
が
、
筆
者
は
日
本
に
お
け
る
易
学
の
受
容
に
つ
い

て
調
査
し
て
い
る
。
「
日
本
易
学
伝
授
」
と
い
う
資
料
が
伝
存
し
て
お
り
、
十

二
世
紀
末
ま
で
の
日
本
で
の
易
学
の
伝
授
過
程
を
伝
え
る
。
そ
の
中
に
、
都
良

香
は
誤
っ
て
易
説
を
伝
え
た
と
記
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
都
良
香
が
『
易
』

に
造
詣
が
深
か
っ
た
こ
と
を
示
す
資
料
を
見
つ
け
出
せ
ず
、
そ
の
実
態
は
分
か

ら
ず
に
い
た
。
そ
の
折
、
本
書
を
読
む
機
会
を
得
て
、「
弁
薫
蕕
論
」
に
触
れ
、

都
良
香
が
易
学
に
精
通
し
て
い
た
こ
と
の
一
端
を
見
出
せ
た
こ
と
は
思
い
が
け

な
い
発
見
で
あ
っ
た
。

な
お
、
書
評
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
わ
れ
た
後
に
、
こ
の
句
の
区
切
り
に
つ
い

て
、
「
但
至
歳
窮
陰/

律
音
入
陽
爻
」
で
は
な
の
か
と
指
摘
を
受
け
た
。
私
と

し
て
は
、
「
陰
律
」
と
「
陽
爻
」
で
対
句
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
で
、
「
但

至
歳
窮
陰
律/

音
入
陽
爻
」
で
よ
い
と
思
う
。
た
だ
一
考
に
値
す
る
と
思
わ
れ

る
の
で
、
こ
こ
に
付
記
し
て
お
く
。

五
、
藤
原
明
衡
が
大
江
匡
房
を
称
賛
し
た
理
由

『
江
談
抄
』
巻
五
・
都
督
自
讃
事
に
て
、
藤
原
明
衡
は
大
江
匡
房
を
称
賛

す
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
著
者
は
、
「
匡
房
の
隔
句
対
は
、
『
和
漢
朗
詠

集
』
の
秀
句
を
鋳
直
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
藤
原
明
衡
に
高
く
評
価

さ
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
（
三
〇
一
頁
）
と
解
説
す
る
。
そ
れ

に
対
し
、
評
者
は
、
そ
の
『
江
談
抄
』
巻
五
・
都
督
自
讃
事
の
前
文
に
は
「
八

歳
に
し
て
史
記
に
通
ず
（
八
歳
通
史
記
）
」
と
あ
る
こ
と
、
匡
房
は
史
書
を
ふ

ま
え
た
詩
作
を
得
意
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
勘
案
し
て
、
藤
原
明
衡
が
大
江
匡

房
を
称
賛
し
た
の
は
、
若
く
し
て
『
史
記
』
を
自
家
薬
籠
中
の
物
と
し
て
詩
作

に
活
用
で
き
た
才
能
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
卑
見
を
提
示
し
た
。

著
者
は
、
藤
原
明
衡
の
大
江
匡
房
へ
の
称
賛
に
は
『
史
記
』
に
対
す
る
深
い

見
識
が
あ
っ
た
こ
と
は
同
意
す
る
が
、
た
だ
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
名
文
句
を
巧

み
に
引
用
し
た
こ
と
と
は
一
方
が
他
方
を
排
除
す
る
よ
う
な
関
係
で
は
な
い
と

思
う
、
と
の
回
答
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

以
上
、
甚
だ
簡
略
で
は
あ
る
が
私
見
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
で

取
り
上
げ
た
こ
と
は
本
書
の
ご
く
一
部
分
で
あ
る
。
本
書
の
研
究
対
象
は
幅
広

く
、
文
章
は
洗
練
さ
れ
、
一
読
で
は
味
わ
い
き
れ
な
い
妙
味
が
あ
る
。
読
者
に

は
本
書
を
一
度
だ
け
で
は
な
く
何
度
も
読
み
返
し
、
そ
の
論
の
展
開
・
文
の
流

麗
さ
を
賞
玩
し
て
ほ
し
い
。

最
後
に
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
言
及
で
き
な
か
っ
た
気
に
な
る
点

を
二
つ
ほ
ど
挙
げ
て
擱
筆
し
た
い
。
一
点
は
、
本
書
は
嵯
峨
朝
か
ら
平
安
後
期

ま
で
の
漢
文
学
の
在
り
方
を
論
証
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
の
散
文
、
小

島
憲
之
が
上
代
散
文
と
呼
ん
だ
形
態
と
本
論
は
ど
の
よ
う
に
接
合
さ
れ
る
の

（

五

）

宋晗著『平安朝文人論』－質疑応答の摘記（藤田）
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か
。
も
う
一
点
は
、
本
書
で
は
和
歌
や
歌
合
に
つ
い
て
は
論
じ
て
い
な
い
が
、

歌
合
で
の
作
歌
の
在
り
方
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
詩
宴
で
の
作
詩
に
も
応
用
で

き
る
の
で
は
な
い
か
。
今
後
の
著
者
の
さ
ら
な
る
研
究
に
期
待
し
た
い
。

《

注

》

（
一
）
工
藤
重
矩
「
平
安
朝
に
お
け
る
「
文
人
」
に
つ
い
て
」
（
『
平
安
朝
律
令
社
会
の

文
学
』
ペ
リ
カ
ン
社
、
一
九
九
三
年
）
八
一
頁
。

（
二
）
以
上
の
回
答
は
、
後
日
、
著
者
に
個
別
に
お
願
い
し
て
回
答
を
頂
い
た
も
の
が

も
と
に
な
っ
て
い
る
。
不
躾
な
お
願
い
に
快
く
承
け
て
く
だ
さ
っ
た
宋
晗
氏
に
こ

こ
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

（
三
）
『
漢
書
』
律
暦
志
上
「
律
十
有
二
、
陽
六
為
律
、
陰
六
為
呂
」
。

（
四
）
十
二
律
十
二
月
配
当
は
、
『
史
記
』
律
書
に
見
え
る
。

（
五
）
小
島
憲
之
『
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学

上

―
序
論
と
し
て
の
上
代
文
学
―
』（
塙

書
房
、
一
九
六
八
年
）
。


