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は
じ
め
に 桓

帝
期

「
童
謡
」

の
社
会
史
的
考
察

『
後
漢
書
』
並
び
に
『
績
漢
書
』
「
五
行
志
」
に
は
十
五
の

「
童
謡
」
と
、
「
之
れ
が
為
に
謡
い
て
日
く
」
、
「
郷
人
、
之

れ
が
為
に
謡
い
て
日
＜
」
な
ど
の
よ
う
に
「
童
」
を
冠
し
な
い

「
謡
」
が
七
つ
、
合
計
二
十
二
の
「
謡
」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
「
謡
」
で
は
な
い
が
、
「
百
姓
の
歌
」
や
「
民
の
歌
」

な
ど
の
「
歌
」
が
二
十
一
、
「
之
れ
が
為
に
語
げ
て
日
く
」
や

「
時
人
、
語
げ
て
日
く
」
な
ど
の
「
語
」
が
三
十
六
ほ
ど
記
録

さ
れ
て
い
る
。
今
、
「
謡
」
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
そ
の
約
三
分

の
一
に
相
当
す
る
七
つ
が
、
「
童
謡
」
に
限
定
し
て
も
三
分
の

一
に
あ
た
る
五
つ
が
桓
帝
期
に
作
ら
れ
謳
わ
れ
た
こ
と
に
な
る

（注
1
)
。

「
童
謡
」
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
は
定
か
で
は
な

い
が
、
『
列
子
』
は
亮
の
時
の
「
童
謡
」
を
、
『
國
語
』
は
周

の
宣
王
の
時
の
「
童
謡
」
を
、
『
左
偲
』
は
偉
公
や
昭
公
の
時

の
「
童
謡
」
を
載
せ
て
い
る
（
注
2
)
。
発
に
ま
で
渕
る
こ
と

が
で
き
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
し
、
ま
た
、
『
列
子
』
や
）3

 

『
國
語
』
、
『
左
傭
』
な
ど
が
当
時
の
社
会
を
ど
れ
ほ
ど
正
確
⑯

に
伝
え
て
い
る
か
も
定
か
で
は
な
い
が
、
周
に
は
す
で
に
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
（
注
3
)
、
漢
代
に
ほ
ぼ
定
着
し
た
と
見
て
よ

い
。
後
に
「
童
謡
」
が
癸
惑
星
（
火
星
）
と
結
び
付
い
て
識
言

と
し
て
変
貌
し
て
い
く
が
、
漢
代
の
「
童
謡
」
は
単
に
児
童
の

「
謡
」
を
意
味
し
、
そ
れ
と
は
様
相
を
異
に
す
る
（
注
4
)
。

も
ち
ろ
ん
、
い
ず
れ
の
童
謡
も
児
童
に
作
れ
る
わ
け
は
な
い
。

顔
師
古
は
周
の
「
女
童
謡
」
を
解
し
て
「
女
童
の
謡
と
は
、
閻

里
の
童
女
の
為
り
し
歌
謡
な
り
」
（
『
漢
書
』
五
行
志
下
之
上
）

と
言
い
、
杜
預
は
「
童
訛
の
子
、
未
だ
念
慮
の
感
有
ら
ず
し
て
、

串

田

久

治
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嬉
戯
の
言
を
成
し
、
渇
有
る
者
の
若
き
に
似
た
り
。
其
の

言
、
或
い
は
中
り
或
い
は
否
な
り
」
（
『
春
秋
左
氏
停
』
儘
公

五
年
注
）
と
言
っ
が
、
い
み
じ
く
も
『
列
子
』
で
子
供
が
「
我

れ
之
れ
を
大
夫
に
聞
け
り
」
と
発
に
答
え
て
い
る
よ
う
に
、
知

識
人
が
深
く
関
与
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
多
く
の
「
謡
」
に
は
共
通
す
る
点
が
少
な
く
な

い
。
ま
ず
、
「
謡
」
が
作
ら
れ
謳
わ
れ
る
の
は
王
朝
交
替
期
や

政
治
情
勢
が
不
穏
な
時
、
自
然
の
異
常
現
象
や
地
震
。
火
災
・

虫
害
な
ど
の
災
害
が
頻
発
し
て
社
会
が
極
め
て
不
安
定
な
時
期

で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ

の
「
謡
」
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
政
治
や
社
会
に
対
す
る
不
満

の
表
明
で
あ
り
、
強
い
毒
気
を
含
み
な
が
ら
現
実
政
治
を
批
判

し
、
将
来
に
向
け
て
何
ら
か
の
希
望
や
期
待
を
語
る
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
そ
の
希
望
や
期
待
が
実
現
し
た
時
、
そ
の
「
謡
」

が
将
来
を
「
予
言
」
し
た
と
し
て
記
録
さ
れ
る
点
も
、
「
謡
」

に
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
「
謡
」
に
は
特
定

の
人
物
を
隠
し
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
否
、
む
し
ろ
必

ず
と
言
え
る
ほ
ど
、
時
に
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
時
に
巧

み
に
隠
し
て
当
時
の
誰
か
を
謳
い
込
み
、
そ
の
人
物
を
時
に
称

え
る
が
、
多
く
は
非
難
中
傷
し
た
り
椰
楡
罵
倒
し
た
り
す
る
。

こ
の
よ
う
な
「
謡
」
を
綿
密
に
解
読
し
、
謳
わ
れ
た
背
景
や
人

物
関
係
を
整
理
す
る
と
、
「
謡
」
は
人
々
の
不
満
の
は
け
口
と
し

て
の
存
在
意
義
が
あ
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
「
謡
」
を
作

り
流
行
ら
せ
る
こ
と
が
最
終
目
的
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ

れ
を
流
行
ら
せ
る
こ
と
で
謳
わ
れ
た
人
物
に
対
し
て
政
治
的
・

社
会
的
・
精
神
的
打
撃
を
与
え
る
こ
と
、
で
き
う
れ
ば
そ
れ
に

よ
っ
て
政
治
や
社
会
に
何
ら
か
の
影
響
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る

も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
「
謡
」
に
こ
の
よ
う
な

存
在
意
義
が
あ
っ
た
な
ら
、
「
謡
」
を
単
に
古
代
社
会
の
影
響

下
に
生
ま
れ
た
歴
史
的
産
物
と
し
て
思
想
史
の
片
す
み
に
追
い
心6

 

や
る
の
で
は
な
く
、
一
見
た
わ
い
な
い
「
謡
」
に
込
め
ら
れ
た
(

毀
誉
褒
貶
が
政
治
や
社
会
に
及
ぽ
す
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
こ

と
を
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

古
代
の
「
謡
」
の
特
殊
性
は
比
較
的
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
て

い
た
が
、
こ
れ
ま
で
は
文
学
史
研
究
の
観
点
か
ら
論
ず
る
こ
と

が
多
く
、
社
会
思
想
史
的
観
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
あ
ま
り

な
か
っ
た
。
先
に
私
は
拙
論
「
中
国
古
代
『
謡
』
の
社
会
史
的

研
究
|
_
そ
の
課
題
と
研
究
史
」
（
『
愛
媛
大
学
法
文
学
部
論

集
』
第
二
十
六
号
、
一
九
九
三
年
）
に
お
い
て
、
中
国
並
び
に

日
本
に
お
け
る
「
謡
」
研
究
の
成
果
を
整
理
し
た
。
結
論
だ
け
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跛
雇
将
軍
梁
翼
に
鵜
殺
さ
れ
た
質
帝
の
後
に
即
位
し
た
桓
帝

も
、
沖
帝
や
質
帝
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
僅
か
十
五
オ

の
少
帝
で
あ
っ
た
。
加
え
て
、
桓
帝
は
梁
翼
と
そ
の
妹
で
あ
り

桓
帝
の
即
位
を
め
ぐ
っ
て
_

_

 
李
固
．
杜
喬
と
梁
氏

宦
官
、
そ
し
て
胡
廣

を
言
え
ば
、
「
謡
」
を
中
国
古
代
社
会
の
深
層
を
知
る
上
で
貴

重
な
資
料
で
あ
る
と
指
摘
し
、
そ
の
歴
史
的
価
値
に
い
ち
早
く

言
及
し
た
の
は
、
日
本
で
は
中
根
淑
『
歌
謡
字
数
考
』
（
明
治

四
十
一
年
大
日
本
圃
書
）
、
中
国
で
は
周
作
人
「
兒
歌
之
研

究
」
（
民
国
三
年
）
で
あ
る
が
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
「
謡
」
を

分
析
し
て
そ
こ
に
隠
さ
れ
た
意
味
を
追
求
す
る
こ
と
は
あ
ま
り

な
か
っ
た
。
そ
の
後
の
研
究
は
「
謡
」
の
存
在
を
指
摘
す
る
だ

け
の
総
論
が
多
く
、
新
し
い
見
解
は
見
ら
れ
な
い
。

本
稿
は
童
謡
が
果
し
て
真
に
「
予
言
」
で
あ
っ
た
か
否
か
を

検
討
す
る
も
の
で
は
な
い
。
本
稿
は
桓
帝
期
の
童
謡
を
取
り
上

げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
童
謡
に
謳
い
込
ま
れ
た
人
物
を
探
り
そ
の
意

図
す
る
と
こ
ろ
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
桓
帝
期
の
政
治
社
会

の
深
層
に
迫
る
こ
と
が
そ
の
目
的
で
あ
る
。

順
帝
の
皇
后
・
沖
帝
の
母
で
あ
る
梁
太
后
に
よ
っ
て
帝
位
に
つ

け
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
桓
帝
即
位
後
の
梁
氏
一
族
の
専
横

が
一
段
と
激
し
さ
を
増
す
こ
と
は
即
位
の
時
点
で
予
測
さ
れ
た
。

否
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
こ
と
は
す
で
に
順
帝
の
時
か
ら
現

実
感
を
伴
っ
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。

一
度
は
皇
太
子
を
廃
さ
れ
て
渭
陰
王
と
な
り
、
後
に
再
び
宦

官
に
迎
え
ら
れ
て
天
子
と
な
っ
た
順
帝
は
、
陽
嘉
元
年
、
安
帝

が
「
天
下
第
一
」
と
称
し
た
尚
書
郎
胡
廣
の
建
議
に
よ
っ
て
梁

商
の
娘
を
皇
后
に
立
て
た
。
そ
の
梁
商
は
三
年
後
に
大
将
軍
と

な
り
、
六
年
後
に
梁
商
が
死
ぬ
と
す
ぐ
さ
ま
皇
后
の
兄
梁
翼
が

5
 

大
将
軍
を
継
い
だ
。
こ
の
時
、
人
々
は
す
で
に
梁
氏
一
族
が
宦
⑯

官
に
代
わ
っ
て
政
権
を
専
ら
に
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。

梁
氏
の
専
横
は
こ
こ
で
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
順
帝
の

末
に
す
で
に
次
の
よ
う
な
「
童
謡
」
が
流
行
し
た
こ
と
は
興
味

深
い
。

直
な
る
こ
と
弦
の
如
く
す
れ
ば
、
道
邊
に
死
す
。

曲
な
る
こ
と
鉤
の
如
く
す
れ
ば
、
反
っ
て
侯
に
封
ぜ
ら
る
。

（
五
行
志
一
）
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順
帝
の
末
、
京
都
で
謳
わ
れ
た
と
い
う
こ
の
「
童
謡
」
は
、

萄
嘩
注
に
「
曲
な
る
こ
と
鉤
の
如
し
と
は
梁
翼
•
胡
廣
等
を
謂

う
。
直
な
る
こ
と
弦
の
如
し
と
は
李
固
等
を
謂
う
」
と
あ
る
よ

う
に
、
李
固
•
杜
喬
•
胡
廣
•
梁
翼
の
将
来
を
予
言
し
た
も
の

と
さ
れ
る
。

順
帝
の
陽
嘉
二
年
、
外
戚
・
官
僚
・
宦
官
の
無
能
と
専
横
を

非
難
す
る
対
策
を
奉
り
（
注
5
)
、
た
め
に
朝
廷
内
は
騒
然
と

な
っ
て
宦
官
か
ら
恨
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
李
固
と
、
漢
安
元

年
、
「
梁
翼
の
子
弟
五
人
、
及
び
中
常
侍
等
、
功
無
き
を
以
て

蚊
び
に
封
ぜ
ら
れ
」
た
こ
と
を
謗
っ
て
上
書
し
た
（
注
6
)
杜

喬
。
こ
の
二
人
は
「
明
徳
著
聞
に
し
て
、
又
た
犀
最
も
尊
親
」

な
る
清
河
王
蒜
を
「
宜
し
く
立
て
て
嗣
と
為
す
べ
し
」
と
考
え

た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
梁
翼
は
、
先
に
李
固
の
反
対

を
押
し
切
っ
て
立
て
た
質
帝
が
聡
明
で
あ
っ
た
た
め
に
「
後
患

を
恐
れ
」
て
縞
殺
し
た
後
、
謳
吾
侯
志
を
擁
立
し
て
妹
を
要
ら

せ
て
、
一
層
強
固
な
権
力
掌
握
を
謀
っ
た
。
こ
こ
に
李
固
•
杜

喬
と
梁
翼
と
の
間
に
確
執
が
繰
り
広
げ
ら
れ
、
果
し
て
李
固
と

杜
喬
は
獄
に
死
し
、
そ
の
屍
が
市
に
曝
さ
れ
る
と
い
う
非
業
の

死
を
遂
げ
、
片
や
梁
翼
は
権
力
掌
握
に
成
功
し
て
外
戚
梁
氏
の

地
位
を
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
し
、
ま
た
、
梁
翼
の
威
を
恐
れ
て

鑑
吾
侯
擁
立
を
助
け
た
胡
廣
は
そ
の
褒
賞
と
し
て
安
柴
郷
侯
に

封
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
事
実
は
上
記
の
童
謡
の
内
容
と
一
致
し
、
し
た
が
っ
て

順
帝
の
末
に
謳
わ
れ
た
こ
の
「
童
謡
」
は
「
予
言
」
と
し
て
の

意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
順
帝
末
の
童
謡
に
謳

わ
れ
た
通
り
、
桓
帝
の
世
に
至
っ
て
「
直
な
る
こ
と
弦
の
如
」

き
李
固
と
杜
喬
は
「
道
邊
に
死
」
し
、
「
曲
な
る
こ
と
鉤
の
如
」

き
胡
廣
は
「
反
っ
て
侯
に
封
ぜ
ら
」
れ
た
の
で
あ
る
。

い
っ
た
い
に
、
腐
敗
し
た
社
会
で
は
正
直
者
は
ば
か
を
見
、

6
 

正
義
に
ひ
た
走
る
者
は
命
を
落
と
し
、
一
方
、
権
力
を
振
り
か
）6

 

ざ
す
者
は
一
層
の
勢
力
を
得
、
権
力
に
媚
び
権
力
に
屈
す
る
者
(

が
出
世
す
る
の
は
決
し
て
稀
な
こ
と
で
は
な
い
。
順
帝
末
の
こ

の
「
童
謡
」
も
元
は
そ
の
よ
う
な
一
般
論
と
し
て
謳
わ
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
質
帝
擁
立
を
巡
っ
て
李
固
．

杜
喬
と
梁
翼
と
が
激
し
く
対
立
し
た
事
実
を
知
る
人
々
に
は
、

現
実
社
会
の
具
体
的
な
事
件
と
結
び
付
い
て
特
定
の
人
物
を
謳

い
込
ん
だ
も
の
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
。
特
に
、
権
力
に
媚
び
る

こ
と
も
屈
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
正
義
漢
に
と
っ
て
は
、
こ
の

「
童
謡
」
は
横
死
し
た
李
固
．
杜
喬
、
か
れ
ら
を
陥
れ
た
梁
翼

や
陰
で
暗
躍
す
る
宦
官
な
ど
を
容
易
に
想
起
さ
せ
、
固
有
名
詞



を
伴
っ
て
人
々
の
脳
裏
に
定
着
し
て
い
っ
た
。

獄
に
死
し
て
屍
は
城
北
に
曝
さ
れ
、
「
家
届
・
故
人
も
敢
え

て
視
る
者
莫
し
」
と
の
李
固
．
杜
喬
の
死
に
様
は
人
々
の
同
情

を
禁
じ
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
ん
な
梁
翼
の
暴
挙
は
か

な
り
の
反
感
を
買
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
逆
に
自
ら
の

権
力
維
持
を
謀
っ
て
桓
帝
擁
立
を
謀
る
梁
翼
や
、
そ
の
無
能
と

専
横
を
弾
劾
さ
れ
た
た
め
に
梁
翼
に
清
河
王
蒜
を
阻
止
す
る
よ

う
に
そ
そ
の
か
し
た
宦
官
に
は
、
人
々
は
憎
悪
の
念
す
ら
抱
い

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
中
常
侍
曹
騰
が
深
夜
わ
ざ
わ
ざ
梁
翼
を
訪

れ
て
梁
翼
を
説
得
し
た
の
は
、
「
将
軍
、
世
を
累
ね
て
椒
房
の

親
有
り
、
萬
機
を
乗
振
す
。
賓
客
縦
横
に
し
て
、
過
差
有
る
こ

と
多
し
。
清
河
王
は
厳
明
な
り
。
若
し
果
た
し
て
立
た
ば
、
則

ち
将
軍
、
禍
を
受
く
る
こ
と
久
し
か
ら
ず
」
と
の
理
由
で
あ
っ

た
が
、
こ
れ
は
宦
官
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
謳
吾
侯
を

立
つ
る
に
如
か
ず
。
富
貴
、
長
く
保
つ
可
き
な
り
」
と
の
結
論

に
梁
翼
も
賛
同
し
、
こ
こ
に
共
通
の
敵
李
固
．
杜
喬
の
追
い
落

と
し
を
謀
っ
た
の
で
あ
る
（
李
杜
列
博
）
。
そ
の
意
味
で
は
こ

の
童
謡
は
李
固
•
杜
喬
を
善
玉
と
し
、
梁
翼
・
宦
官
を
悪
玉
と

す
る
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。

，
 

9
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確
か
に
、
こ
の
童
謡
は
、
李
固
•
杜
喬
の
横
死
を
悼
み
梁
氏

一
族
や
宦
官
を
非
難
す
る
こ
と
も
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

蒋
嘩
が
「
曲
な
る
こ
と
鉤
の
如
き
」
も
の
を
梁
翼
と
胡
廣
と
を

並
べ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
胡
廣
へ
の
個
人
攻
撃
が

大
き
な
テ
ー
マ
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
胡
廣
は
当

初
は
李
固
に
与
し
て
清
河
王
蒜
を
押
し
て
い
た
が
、
中
常
侍
曹

騰
と
梁
翼
と
の
密
談
の
翌
日
、
梁
翼
が
謳
吾
侯
志
を
推
す
こ
と

を
告
げ
ら
れ
た
胡
廣
は
、
権
力
に
屈
し
て
寝
返
っ
た
。

（
中
常
侍
曹
騰
と
の
密
談
の
）
明
日
、
重
ね
て
公
卿
を
會

c
 

す
。
翼
意
氣
凶
凶
た
り
て
、
言
辟
激
切
な
り
。
胡
廣
．

趙
戒
自
り
以
下
、
之
れ
を
甑
憚
せ
ざ
る
も
の
莫
し
。
皆
な
⑯

日
く
、
「
惟
だ
大
将
軍
の
令
の
み
」
と
。
而
れ
ど
も
固

獨
り
杜
喬
と
堅
く
本
議
を
守
る
。
翼
、
聟
を
属
げ
て
日
く
、

「
會
を
罷
め
よ
」
と
。
固
意
既
に
従
わ
ず
、
猶
お
衆
心

の
立
つ
可
き
を
望
み
、
復
た
書
を
以
て
翼
に
勧
む
。
翼

愈
ミ
激
怒
し
、
乃
ち
太
后
に
説
き
て
先
に
固
を
策
免
し
、

覚
に
緬
吾
侯
を
立
つ
。
是
れ
桓
帝
為
り
。
（
李
固
傭
）

李
固
と
杜
喬
は
最
後
ま
で
梁
翼
に
食
い
下
が
っ
た
が
、
結
果

的
に
か
れ
ら
を
孤
立
さ
せ
死
に
至
ら
し
め
た
の
は
か
れ
ら
自
身
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の
正
義
感
と
い
う
内
的
要
因
の
ほ
か
に
、
胡
廣
•
趙
戒
と
い
う

外
的
要
因
を
無
視
で
き
な
い
。
特
に
、
順
帝
の
皇
后
に
梁
商
の

娘
を
推
薦
し
梁
氏
に
外
戚
の
地
位
を
与
え
た
胡
廣
、
そ
の
胡
廣

が
人
も
あ
ろ
う
に
梁
翼
の
力
の
前
で
、
た
だ
「
大
将
軍
の
命
の

ま
ま
に
」
と
ひ
れ
伏
す
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
李
固
•
杜
喬
を

裏
切
っ
て
死
な
せ
、
梁
翼
に
与
し
た
代
償
が
安
業
郷
侯
で
あ
っ

た
。
「
五
行
志
一
」
は
こ
の
「
童
謡
」
の
説
明
と
し
て
、
李
固
．

杜
喬
が
「
獄
に
幽
斃
せ
ら
れ
、
屍
を
道
路
に
暴
さ
れ
」
た
正
に

そ
の
日
に
、
胡
廣
•
趙
戒
・
衷
湯
ら
は
桓
帝
擁
立
に
功
績
が
あ

っ
た
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
安
柴
郷
侯
・
厨
亭
侯
•
安
國
亭
侯
に

封
ぜ
ら
れ
た
こ
と
を
殊
更
に
記
録
す
る
（
注
7
)
。
ま
た
、
「
又

た
中
常
侍
丁
粛
と
婚
姻
す
。
此
れ
を
以
て
時
に
誤
毀
せ
ら
る
」

（
胡
廣
偲
）
と
あ
る
よ
う
に
、
か
つ
て
は
「
天
下
第
一
」
の
偉
名

を
誇
っ
た
胡
廣
が
宦
官
丁
粛
と
婚
姻
関
係
を
結
び
、
こ
の
こ
と

が
原
因
で
世
間
は
胡
廣
を
誹
謗
し
た
と
言
う
。
こ
の
誹
謗
も
宦

官
と
の
婚
姻
だ
け
を
対
象
に
し
た
も
の
で
は
な
く
、
謳
吾
侯
志

擁
立
か
ら
の
胡
廣
の
変
節
が
下
敷
に
な
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
世
の
正
義
漢
は
悲
惨
な
最

期
を
遂
げ
た
善
玉
李
固
と
杜
喬
に
「
直
な
る
こ
と
弦
の
如
し
」

と
賛
辞
を
与
え
た
が
、
そ
の
一
方
で
正
反
対
の
悪
玉
に
恨
み
の

矛
先
を
向
け
る
。
そ
の
胡
廣
が
安
築
郷
侯
に
封
ぜ
ら
れ
宦
官
と

姻
戚
関
係
を
結
ぶ
に
至
り
、
「
曲
な
る
こ
と
鉤
の
如
し
」
は
胡

廣
を
指
す
も
の
と
し
て
定
着
し
、
そ
し
て
、
更
に
は
胡
廣
を
か

く
な
ら
し
め
た
梁
翼
・
宦
官
に
対
す
る
憎
悪
を
喚
起
し
よ
う
と

す
る
。さ

て
、
順
帝
末
に
生
ま
れ
た
こ
の
童
謡
が
桓
帝
の
世
を
「
予

言
」
し
て
い
る
事
実
は
、
こ
の
童
謡
が
桓
帝
の
初
め
に
も
流
行

し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
「
桓
帝
紀
」
を
見
る
に
、
あ
た
か

も
桓
帝
の
即
位
が
自
然
の
理
に
適
っ
て
い
な
い
と
い
う
か
の
ご

と
く
、
桓
帝
即
位
後
す
ぐ
に
多
発
す
る
自
然
災
害
や
異
変
を
具
的6

 

さ
に
記
録
し
て
い
る
。

建
和
元
年
、
正
月
辛
亥
朔
、
日
、
之
れ
を
食
す
る
こ

と
有
り
。
…
…
二
月
、
荊
・
揚
の
二
州
、
人
、
多
く
餓
死

す
。
…
…
油
國
よ
り
言
す
、
黄
龍
、
誰
に
見
わ
る
と
。
夏
、

四
月
庚
寅
、
京
師
地
震
う
。
…
…
（
六
月
）
郡
國
六

地
裂
け
、
水
湧
き
て
井
溢
る
。
芝
草
、
中
黄
の
蔵
府
に
生

ず
。
…
…
九
月
丁
卯
、
京
師
地
震
う
。
…
…
十
一
月
、

清
陰
よ
り
言
す
、
五
色
大
鳥
有
り
て
己
氏
に
見
わ
る
と
。

…
…
建
和
二
年
、
（
夏
四
月
）
嘉
木
、
大
司
農
の
努
蔵
に



生
ず
。
五
月
癸
丑
、
北
宮
披
庭
の
中
徳
陽
殿
、
及
び
左
液

門
に
火
あ
り
、
車
駕
移
り
て
南
宮
に
幸
ず
。
…
…
秋
七
月
、

京
師
大
水
あ
り
。
河
東
よ
り
言
す
、
木
連
理
あ
り
と
。

…
・
・
・
建
和
三
年
、
夏
四
月
丁
卯
晦
、
日
、
之
れ
を
食
す
る

こ
と
有
り
。
…
…
（
六
月
）
乙
卯
、
憲
陵
の
虔
屋
に
震
あ

り
。
秋
七
月
庚
申
、
廉
縣
に
肉
雨
る
。
八
月
乙
丑
、
星
有

り
て
天
市
に
字
す
。
京
師
大
水
あ
り
。
九
月
己
卯
、
地

震
う
。
庚
寅
、
又
た
地
震
う
。
…
…
郡
國
五
山
崩
る
。

自
然
災
害
の
頻
発
が
人
々
の
生
活
を
脅
か
さ
な
い
は
ず
は
な

い
し
、
人
々
に
不
安
・
不
満
が
生
ま
れ
る
の
も
当
然
で
あ
る
。

初
め
は
漠
然
と
し
て
い
た
不
満
や
不
安
感
も
し
だ
い
に
現
実
政

治
へ
の
不
安
・
不
満
へ
と
発
展
し
、
つ
い
に
は
政
治
能
力
の
な

い
桓
帝
に
対
す
る
不
満
と
し
て
対
象
が
具
体
的
に
な
っ
て
爆
発

す
る
。
こ
れ
が
順
帝
末
に
生
ま
れ
た
童
謡
が
桓
帝
期
を
「
予
言
」

す
る
理
由
で
あ
ろ
う
。

そ
の
桓
帝
は
「
本
初
元
年
、
梁
皇
后
、
帝
を
徴
し
て
夏
門
亭

に
到
ら
し
め
、
将
に
妻
る
に
女
弟
を
以
て
せ
ん
と
す
。
會
ミ
質

帝
崩
じ
、
太
后
、
遂
に
兄
の
大
将
軍
梁
翼
と
策
を
禁
中
に
定
む
。
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閏
月
庚
寅
、
翼
を
し
て
節
を
持
し
、
の
青
蓋
車
を
以
て
帝
を

迎
え
て
南
宮
に
入
ら
し
む
。
其
の
日
、
皇
帝
の
位
に
即
く
。
時

に
年
十
五
。
•
太
后
、
猶
お
朝
政
に
臨
む
」
と
あ
る
よ
う
に
、
梁

氏
一
族
の
権
力
保
持
と
梁
翼
の
野
望
の
上
に
擁
立
さ
れ
た
の
で

あ
り
、
即
位
の
初
め
か
ら
梁
氏
一
族
の
愧
儡
で
あ
る
こ
と
を
運

命
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
即
位
の
翌
年
に
は
梁
太
后
の
妹

を
皇
后
に
迎
え
さ
せ
ら
れ
、
ま
さ
に
桓
帝
の
回
り
は
梁
氏
一
族

で
固
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
実
が
こ
の
童
謡
を
更
に

桓
帝
を
操
る
梁
氏
一
族
へ
の
恨
み
を
謳
う
も
の
、
梁
氏
一
族
の

諸
悪
を
語
り
継
ぐ
も
の
と
し
て
流
行
さ
せ
た
。
こ
の
こ
と
は
、

，
 

桓
帝
即
位
早
々
の
災
害
の
数
々
を
逐
一
梁
太
后
・
梁
翼
及
び
そ
）6

 

の
兄
弟
を
以
て
解
説
す
る
「
五
行
志
」
に
も
現
れ
て
い
る
。

桓
帝
の
建
和
元
年
、
正
月
辛
亥
朔
、
日
、
之
れ
を
蝕
す
る

有
り
、
管
室
の
三
度
に
在
り
。
史
官
、
見
ざ
る
も
、
郡
國

よ
り
以
て
聞
す
。
是
の
時
、
梁
太
后
撮
政
す
。
（
五
行
志

六）桓
帝
の
建
和
元
年
、
四
月
庚
寅
、
京
都
地
震
う
。
九
月

丁
卯
、
京
都
地
震
う
。
是
の
時
、
梁
太
后
摘
政
し
て
、

兄
翼
、
櫂
を
持
す
。
和
平
元
年
に
至
り
て
、
太
后
崩
ず
。

然
し
て
翼
猶
お
政
を
乗
り
て
事
を
専
ら
に
す
。
ニ
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年
に
至
り
て
、
乃
ち
誅
滅
せ
ら
る
。
（
五
行
志
四
）

桓
帝
の
建
和
元
年
、
四
月
、
郡
國
六
地
裂
け
、
水
湧
出

し
、
井
溢
れ
て
、
寺
屋
を
壊
ち
、
人
を
殺
す
。
時
に
梁
太

后
振
政
し
、
兄
翼
、
李
固
．
杜
喬
を
柾
殺
す
。
（
同
上
）

桓
帝
の
建
和
元
年
、
十
一
月
、
五
色
の
大
鳥
、
消
陰
の
己

氏
に
見
わ
る
。
時
に
以
て
鳳
凰
と
為
す
。
此
の
時
、
政
治

衰
鋏
し
、
梁
翼
、
政
を
乗
り
て
阿
柾
し
、
上
、
奄
后
に
幸

す
。
皆
な
羽
壁
の
時
な
り
。
（
五
行
志
二
）

桓
帝
の
建
和
二
年
（
注
8
)
、
五
月
癸
丑
、
北
宮
腋
庭
の

中
徳
陽
殿
に
火
あ
り
て
、
左
液
門
に
及
ぶ
。
是
れ
よ
り
先
、

梁
太
后
の
兄
翼
、
姦
柾
を
挟
み
、
故
の
太
尉
李
固
•
杜
喬
、

正
直
な
る
を
以
て
、
其
の
事
を
害
せ
ら
る
る
を
恐
れ
、
人

を
し
て
固
．
喬
を
匪
せ
し
め
て
之
れ
を
誅
滅
す
。
是
の
後
、

梁
太
后
崩
じ
、
而
し
て
梁
氏
誅
滅
せ
ら
る
。
（
同
上
）

桓
帝
の
建
和
二
年
、
七
月
、
京
師
に
大
水
あ
り
。
去
年
の

冬
、
梁
翼
、
故
の
太
尉
李
固
•
杜
喬
を
柾
殺
す
。
（
五
行

志
三
）

（
建
和
）
三
年
、
四
月
丁
卯
晦
、
日
、
之
れ
を
蝕
す
る
こ

と
有
り
、
東
井
の
二
十
三
度
に
在
り
。
例
は
永
元
十
五
年

に
在
り
。
東
井
、
法
を
主
る
。
梁
太
后
、
又
た
兄
翼
に
聴

き
て
公
卿
を
柾
殺
す
る
は
、
天
の
法
を
犯
す
な
り
。
明
年
、

太
后
崩
ず
。
（
五
行
志
六
）

桓
帝
建
和
三
年
、
六
月
乙
卯
、
憲
陵
の
寝
屋
に
雷
震
あ
り
。

是
れ
よ
り
先
、
梁
太
后
、
兄
翼
に
聰
き
て
李
固
•
杜
喬
を

柾
殺
す
。
（
五
行
志
三
）

桓
帝
の
建
和
三
年
、
秋
七
月
、
北
地
廉
に
肉
雨
り
て
羊
肋

に
似
た
り
。
或
い
は
大
い
さ
手
の
如
し
。
赤
祥
に
近
き
な

り
。
是
の
時
、
梁
太
后
撮
政
し
、
兄
梁
翼
、
櫂
を
専
ら
に

し
、
漠
の
良
臣
、
故
の
太
尉
李
固
．
杜
喬
を
柾
誅
す
。
天

下
、
之
れ
を
冤
む
。
其
の
後
、
梁
氏
誅
滅
せ
ら
る
。
（
同
①灯

上）（
建
和
）
三
年
、
八
月
、
京
都
に
大
水
あ
り
。
是
の
時
、

梁
太
后
、
猶
お
専
政
す
。
（
同
上
）

こ
の
よ
う
に
、
「
五
行
志
」
は
す
べ
て
の
災
害
や
異
変
が
梁

太
后
及
び
梁
翼
の
暴
政
が
原
因
で
あ
る
と
す
る
が
、
こ
れ
も
こ

の
童
謡
の
「
予
言
性
」
を
更
に
強
固
な
も
の
と
し
、
こ
れ
に
よ

っ
て
梁
氏
の
専
権
に
な
す
術
の
な
い
桓
帝
の
運
命
を
も
予
見
さ

せ
る
。不

正
を
暴
き
正
義
を
貫
く
者
は
非
業
の
死
を
遂
げ
る
が
、
逆
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と
こ
ろ
で
、
「
五
行
志
一
」
は
「
桓
帝
の
初
め
」
に
三
つ
の

童
謡
が
生
ま
れ
流
行
し
た
こ
と
を
記
録
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は

そ
の
内
の
二
つ
の
童
謡
に
つ
い
て
考
察
す
る
（
注
9
)
。

小
褻
は
青
青
た
り
、
大
萎
は
枯
る
。

誰
か
嘗
に
穫
る
べ
き
者
ぞ
、
婦
と
姑
と
。

丈
人
、
何
く
に
在
る
、
西
の
か
た
胡
を
撃
つ
。

吏
は
馬
を
買
い
、
君
は
車
を
具
う
。

請
う
、
諸
君
の
為
に
噛
胡
を
鼓
さ
ん
こ
と
を
。

梁
氏
を
謳
う
童
謡
|
ー
梁
氏
熾
滅
を
期
し
、
宦
官
擾

頭
を
危
ぶ
む

に
権
力
者
に
媚
び
餡
う
者
は
富
み
栄
え
る
。
こ
れ
が
腐
敗
し
た

世
の
常
で
あ
ろ
う
。
事
の
す
べ
て
が
梁
氏
一
族
の
専
権
に
行
き

着
く
こ
と
を
知
っ
た
時
、
李
固
•
杜
喬
を
称
え
胡
廣
を
攻
撃
し

た
こ
の
童
謡
は
、
か
つ
て
「
天
下
第
一
」
と
ま
で
称
え
ら
れ
た

胡
廣
を
つ
い
に
世
間
か
ら
談
毀
さ
れ
る
ま
で
に
追
い
詰
め
た
こ

と
で
目
的
を
果
し
、
次
は
専
ら
梁
氏
を
呪
う
新
た
な
童
謡
を
作

り
流
行
さ
せ
て
梁
氏
一
族
の
熾
滅
を
期
そ
う
と
す
る
。

案
ず
る
に
、
元
嘉
中
、
涼
州
の
諸
莞
、
時
を
一
に
し
て
倶

に
反
し
、
南
の
か
た
蜀
漢
に
入
り
、
東
の
か
た
三
輔
を
抄

め
と
り
、
井
・
翼
に
延
及
し
、
大
い
に
民
の
害
を
為
す
。

将
に
命
じ
て
衆
を
出
す
も
、
戦
う
毎
に
常
に
負
け
、
中
國
、

益
ミ
甲
卒
を
骰
す
。
褻
、
多
く
委
棄
せ
ら
れ
、
但
だ
婦
女

の
之
れ
を
穫
り
刈
る
こ
と
有
る
の
み
。
「
吏
は
馬
を
買
い
、

君
は
車
を
具
う
」
と
は
、
言
う
こ
こ
ろ
は
調
殺
重
く
し
て

D

秩
有
る
者
に
及
ぶ
な
り
。
「
請
う
。
諸
君
の
為
に
喘
胡
を

CT

鼓
さ
ん
こ
と
を
」
と
は
、
敢
え
て
公
言
せ
ず
、
私
か
に
咽

語
す
る
な
り
。

司
馬
彪
の
理
解
で
は
、
西
域
の
反
乱
鎮
圧
の
た
め
に
男
手
を

兵
役
に
駆
り
出
さ
れ
た
民
は
農
事
も
ま
ま
な
ら
ず
、
残
さ
れ
た

女
性
だ
け
で
麦
を
刈
っ
て
い
る
と
、
西
域
の
反
乱
と
そ
れ
に
伴

う
中
国
の
疲
弊
、
そ
し
て
そ
の
犠
牲
者
と
な
っ
た
民
の
不
満
を

謳
う
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
で
は

「
謡
」
と
し
て
の
意
味
が
希
薄
で
あ
る
。
い
み
じ
く
も
裟
松
之

「
五
行
志
」
．
は
こ
れ
を
解
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
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が
「
童
謡
の
言
、
皆
な
瞼
あ
ら
ざ
る
こ
と
無
し
」
（
『
三
國
志
』

公
孫
瑣
停
注
）
と
言
う
よ
う
に
、
「
謡
」
に
は
何
ら
か
の
効
能

や
応
報
が
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
恐
ら
く
人
々

の
記
憶
に
残
ら
ず
歴
史
に
記
録
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
ろ
う
。

「
謡
」
は
何
よ
り
も
具
体
的
な
事
を
謳
う
も
の
で
あ
り
、
た
と

え
初
め
は
漠
然
と
し
た
内
容
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
必
ず
具
体

的
な
事
件
や
人
物
を
謳
い
込
ん
だ
も
の
と
し
て
伝
え
ら
れ
流
行

す
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
「
謡
」
の
「
予
言
性
」
を
形
成
し
、

「
謡
」
を
歴
史
書
に
記
録
さ
せ
た
の
で
あ
る
だ
か
ら
。

司
馬
彪
の
理
解
は
こ
の
童
謡
の
的
を
得
て
い
な
い
が
、
そ
れ

を
解
く
鍵
は
「
五
行
志
」
が
こ
の
童
謡
を
「
元
嘉
中
」
に
謳
わ

れ
た
と
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
実
は
、
「
桓
帝
紀
」
並
び
に
「
西

莞
偲
」
を
見
て
も
、
元
嘉
中
の
西
莞
の
反
乱
は
「
二
年
春
正
月

西
域
長
史
王
敬
、
子
冥
國
の
殺
す
所
と
為
る
」
と
い
う
記
録
だ

け
し
か
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
七
年
後
の
延
齋
二
年
以
降
に
は
、

「
五
行
志
」
に
合
致
す
る
記
録
が
の
随
所
に
見
え

る
の
で
あ
る
。

延
照
二
年
十
二
月
、
燒
嘗
等
八
種
の
莞
叛
し
、
龍
右
を

寇
す
。
護
莞
校
尉
段
穎
、
羅
亭
に
追
撃
し
て
之
れ
を
破
る
。

…
…
三
年
閏
月
、
燒
何
の
莞
叛
し
、
張
液
を
寇
す
。

莞
校
尉
段
頬
、
積
石
に
追
撃
し
て
大
い
に
之
れ
を
破
る
。

…
…
十
一
月
、
勒
姐
の
莞
、
允
街
を
園
む
。
段
穎
、
之
れ

を
撃
破
す
。
…
…
四
年
六
月
、
零
吾
の
莞
、
先
零
の
諸
種

と
蚊
び
に
叛
し
、
三
輔
を
寇
す
。
…
…
十
月
、
先
零
沈
氏

の
莞
、
諸
種
の
莞
と
井
・
涼
二
州
を
寇
す
。
十
一
月
、
中

郎
将
皇
甫
規
、
之
れ
を
撃
破
す
。
（
桓
帝
紀
）

「
桓
帝
紀
」
の
こ
の
記
録
は
「
西
莞
偉
」
の
記
録
と
も
一
致

し
、
更
に
そ
れ
は
西
莞
の
反
乱
鎮
圧
に
功
績
の
あ
っ
た
皇
甫
規
幻勺い

並
び
に
段
頬
の
伝
記
と
も
合
致
す
る
（
注
10)
。
も
し
司
馬
彪

の
言
う
「
元
嘉
中
」
が
「
延
齋
中
」
の
誤
り
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

延
齋
は
桓
帝
の
後
半
期
で
あ
る
か
ら
こ
の
童
謡
が
「
桓
帝
の
初

め
」
に
謳
わ
れ
た
と
す
る
意
味
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ

は
次
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
内

容
が
西
莞
鎮
圧
を
謳
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
桓
帝
の
初
め
の
元

嘉
の
年
に
予
感
し
て
い
た
近
い
将
来
に
対
す
る
不
安
、
そ
れ
が

後
に
延
照
年
間
に
激
増
す
る
西
莞
の
反
乱
を
想
起
さ
せ
、
将
来

へ
の
不
安
に
拍
車
を
か
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
こ

の
童
謡
は
「
予
言
性
」
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。



今
、
桓
帝
の
初
め
、
元
嘉
の
こ
ろ
に
注
目
す
れ
ば
、
元
嘉
の

二
年
間
に
疫
病
・
旱
魃
・
飢
饉
・
地
震
・
日
食
、
あ
る
い
は
黄

龍
の
出
現
な
ど
、
人
々
を
不
安
に
さ
せ
る
出
来
事
が
頻
発
し
て

い
る
こ
と
に
気
づ
く
（
注
11)
。
ま
た
、
元
嘉
の
前
年
、
和
平

元
年
二
月
、
時
に
は
兄
梁
翼
の
暴
走
に
歯
止
め
を
か
け
る
こ
と

も
あ
っ
た
梁
太
后
が
崩
御
し
て
い
る
。
梁
太
后
の
崩
御
は
そ
の

秋
の
「
梓
滝
山
崩
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
梁
翼
の
専
権
を

警
告
し
、
梁
氏
の
将
来
を
予
告
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
同
時

に
こ
れ
は
桓
帝
が
イ
ニ
シ
ア
チ
プ
を
奪
回
す
る
好
機
と
な
る
こ

と
を
も
意
味
し
て
い
た
。
た
だ
、
元
嘉
の
年
に
は
梁
翼
の
権
勢

が
衰
え
る
気
配
も
な
く
、
京
都
の
婦
女
に
「
愁
眉
・
暗
糀
•
堕

馬
昏
・
折
要
歩
・
繭
歯
笑
」
な
ど
「
服
妖
に
近
き
」
こ
と
が
流

行
し
、
不
穏
な
気
配
が
漂
っ
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
（
注
12)
。

し
か
し
、
こ
の
た
だ
な
ら
ぬ
気
配
は
、
元
嘉
の
二
年
間
に
頻
発

し
た
疫
病
・
旱
魃
・
飢
饉
・
地
震
・
日
食
・
黄
龍
の
出
現
と
無

縁
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
元
嘉
年
間
の
不
安
感

は
、
そ
の
ま
ま
永
興
・
永
壽
の
五
年
間
に
起
き
た
黄
河
の
氾
濫
・

洒
水
の
増
水
と
逆
流
・
洛
水
の
氾
濫
か
ら
生
じ
る
生
活
の
疲
弊

に
直
結
し
、
つ
い
に
こ
の
童
謡
が
延
窯
年
間
の
西
莞
の
反
乱
鎮

5
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圧
に
伴
う
事
件
を
も
取
り
込
む
に
至
る
。

さ
て
、
司
馬
彪
は
永
興
•
永
壽
年
間
の
大
水
を
「
是
の
時
、

梁
皇
后
の
兄
翼
、
政
を
乗
り
、
忠
直
を
疾
害
し
て
、
威
櫂
、
主

を
震
わ
す
。
後
に
遂
に
誅
滅
せ
ら
る
」
と
総
括
す
る
が
、
劉
昭

は
永
興
元
年
七
月
、
「
河
水
溢
れ
、
百
姓
飢
窮
し
、
道
路
に
流

冗
し
、
有
数
十
萬
戸
に
至
る
」
、
同
二
年
六
月
、
「
影
城
の
洒

水
、
増
水
し
逆
流
す
」
、
永
壽
元
年
六
月
、
「
洛
水
溢
れ
、
鴻

徳
苑
を
壊
つ
」
に
対
し
次
の
よ
う
に
注
記
す
る
。

京
房
占
に
日
く
、
「
江
河
の
溢
る
る
は
、
天
に
制
度
有
り
、

地
に
里
数
有
り
、
水
澤
を
懐
容
し
、
萬
物
を
浸
漑
す
れ
ば
）8
 

な
り
」
と
。
今
溢
る
る
は
、
明
ら
け
し
位
に
在
る
者
、
任
勺

に
勝
え
ざ
る
こ
と
。
三
公
の
禍
、
容
る
能
わ
ざ
る
な
り
。

率
ね
法
を
執
る
者
は
刑
罰
を
利
し
、
常
法
を
用
い
ざ
れ
ば

な
り
。
（
五
行
志
三
）

梁
翼
別
偲
に
日
く
、
「
翼
の
政
を
専
ら
に
す
る
、
天
、
為

に
異
を
見
わ
し
、
衆
災
並
び
に
湊
ま
り
、
蜻
贔
滋
生
し
、

河
水
逆
流
し
、
五
星
、
次
を
失
し
、
太
白
、
天
を
経
、
人

民
疾
疫
す
。
出
入
六
年
に
し
て
、
莞
戎
叛
戻
し
、
盗
賊
、

平
民
を
略
す
。
皆
な
翼
の
致
す
所
な
り
」
と
。
敦
煽
賓
録

に
、
張
衡
封
策
に
日
く
、
「
水
は
五
行
の
首
。
滞
り
て
逆
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流
す
る
は
、
人
君
の
恩
、
下
及
す
る
こ
と
能
わ
ず
し
て
教

え
逆
れ
ば
な
り
」
と
。
潜
渾
巴
に
日
く
、
「
水
の
逆
す
る

は
、
命
に
反
す
れ
ば
な
り
。
宜
し
く
徳
を
修
め
て
以
て
之

れ
に
應
ず
べ
し
」
と
。
（
同
上
）

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
童
謡
は
永
興
•
永
壽
年
間
に
立
て
続
け

に
起
き
た
大
河
の
氾
濫
が
直
接
の
引
き
金
に
な
っ
て
流
行
し
た

と
考
え
て
よ
い
。
劉
昭
も
解
説
す
る
よ
う
に
、
度
重
な
る
大
河

の
氾
濫
を
人
々
は
桓
帝
の
無
能
と
梁
翼
の
専
権
に
結
び
つ
け
た
。

元
嘉
年
間
、
都
に
奇
妙
な
風
俗
が
流
行
し
た
と
き
、
「
梁
翼
二

世
、
上
持
た
り
て
王
室
に
婚
婿
し
、
大
い
に
威
福
を
作
す
。
将

に
社
稜
を
危
う
く
せ
ん
と
す
」
（
五
行
志
一
）
と
考
え
た
よ
う

に
、
す
で
に
人
々
の
恨
み
の
矛
先
は
梁
翼
に
集
中
し
て
い
た
。

ま
た
、
梁
翼
の
兄
弟
が
好
ん
で
馬
を
駆
る
様
子
を
日
々
見
て
い

た
人
々
は
、
．
「
梁
氏
、
門
を
滅
ぼ
す
は
謳
馳
な
ら
ん
」
（
注
13)

と
か
ら
か
っ
た
と
い
う
が
、
こ
れ
は
「
今
は
勢
い
の
あ
る
梁
氏

だ
が
、
い
ず
れ
滅
び
る
だ
ろ
う
」
、
「
自
ら
の
勢
力
を
過
信
し

て
い
る
梁
氏
は
き
っ
と
滅
び
る
だ
ろ
う
」
、
あ
る
い
は
「
梁
氏

一
族
が
熾
滅
さ
れ
る
こ
と
を
待
ち
望
む
」
と
い
う
意
が
込
め
ら

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
梁
翼
の
自
滅
を
望
み
梁
翼
に
代
わ
る
新
し
い
指

導
者
の
登
場
を
期
待
し
た
も
の
の
、
梁
氏
一
族
が
潰
滅
し
て
梁

氏
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
の
は
他
な
ら
ぬ
宦
官
で
あ
っ
た
。
こ
の

童
謡
は
梁
翼
の
死
を
願
い
新
し
い
政
治
を
期
待
す
る
と
同
時
に
、

宦
官
勢
力
の
擦
頭
に
よ
っ
て
そ
の
期
待
も
半
ば
裏
切
ら
れ
る
暗

い
未
来
を
暗
示
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
梁
翼
が
順
帝
・
沖
帝
・
質
帝
・
桓
帝
と
、
幼
帝
の

廃
立
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
こ
と
は
先
に
触
れ
た
が
、
李
固
・

杜
喬
を
抹
殺
し
て
以
後
そ
の
職
慢
は
い
っ
そ
う
激
化
し
た
。
ま

た
、
妹
の
梁
皇
后
も
「
娃
兄
の
鹿
執
を
籍
り
、
恣
に
奢
靡
を
極
心

め
、
宮
幅
は
彫
麗
、
服
御
は
珍
華
、
巧
み
に
制
度
を
飾
る
こ
と
、
'

前
世
に
兼
倍
す
」
る
ほ
ど
の
勢
い
を
持
ち
、
太
后
が
崩
御
し
て

桓
帝
の
寵
愛
が
薄
れ
る
と
、
自
ら
子
供
が
な
か
っ
た
こ
と
も
あ

っ
て
、
後
宮
の
女
性
で
妊
娠
し
た
も
の
を
知
る
と
次
々
と
胎
児

を
毒
殺
し
た
。
た
め
に
、
つ
い
に
桓
帝
に
は
世
継
ぎ
が
生
ま
れ

な
か
っ
た
（
注
14)
。
事
の
次
第
を
知
る
桓
帝
も
、
凶
悪
な
梁
氏

を
恐
れ
て
迂
闊
に
不
平
す
ら
漏
ら
せ
な
か
っ
た
と
い
う
（
注
15)
。

し
か
し
、
梁
太
后
崩
御
の
九
年
後
、
西
莞
の
反
乱
が
激
化
し
始

め
た
延
懸
一
年
に
梁
皇
后
が
崩
御
す
る
と
、
桓
帝
は
梁
氏
の
愧

儡
天
子
か
ら
の
脱
出
を
試
み
よ
う
と
す
る
。
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延
照
二
年
、
皇
后
崩
ず
。
帝
、
因
り
て
厠
に
如
き
、
獨
り

衡
を
呼
び
て
問
う
ら
く
、
「
左
右
、
外
舎
と
相
い
得
ざ
る

者
は
皆
な
誰
ぞ
や
」
と
。
衡
、
射
え
て
日
く
、
「
箪
超
・
左

惟
、
前
に
河
南
の
手
（
梁
）
不
疑
に
詣
り
し
と
き
、
薦
敬

小
し
く
簡
な
り
。
不
疑
、
其
の
兄
弟
を
牧
め
て
洛
陽
の
獄

に
送
る
。
二
人
、
門
に
詣
り
て
謝
し
、
乃
ち
解
か
る
る
を

得
。
徐
瑣
・
具
暖
、
常
に
私
か
に
外
舎
の
放
横
な
る
を
念

疾
す
る
も
、
口
、
敢
え
て
道
わ
ず
」
と
。
是
こ
に
於
て
帝

超
・
惇
を
呼
び
、
室
に
入
れ
て
謂
い
て
日
く
、
「
梁
将
軍

兄
弟
、
専
ら
國
朝
を
固
め
、
外
内
を
迫
脅
す
。
公
卿
以
下
、

其
の
風
旨
に
従
う
。
今
、
之
れ
を
誅
せ
ん
と
欲
す
。
常
侍

の
意
に
於
て
如
何
」
と
。
超
等
封
え
て
日
く
、
「
誠
に
國

の
姦
賊
な
り
。
嘗
に
誅
せ
ら
れ
て
日
久
し
か
る
べ
し
。
臣

等
弱
劣
に
し
て
、
未
だ
聖
意
の
如
何
な
る
か
を
知
ら
ざ
る

の
み
」
と
。
帝
日
く
、
「
審
に
然
ら
ば
、
常
侍
密
か
に
之

れ
を
圃
れ
」
と
。
射
え
て
日
く
、
「
之
れ
を
圃
る
は
難
か

ら
ざ
る
も
、
但
だ
陛
下
復
た
中
ご
ろ
に
し
て
孤
疑
せ
ん
こ

と
を
恐
る
る
の
み
」
と
。
帝
日
く
、
「
姦
臣
、
國
を
脅
か

す
は
、
嘗
に
其
の
罪
に
伏
す
べ
し
。
何
を
か
疑
わ
ん
」
と
。

是
こ
に
於
て
更
め
て
瑣
•
暖
等
五
人
を
召
し
、
遂
に
其
の

議
を
定
む
。
帝
、
超
の
臀
を
醤
み
血
を
出
し
て
盟
を
為
す
。

是
こ
に
於
て
詔
し
て
翼
及
び
宗
親
窯
典
を
収
め
て
悉
く
之

れ
を
誅
す
。
（
宦
者
列
傭
）

桓
帝
は
宦
官
の
力
を
借
り
て
梁
翼
と
そ
の
妻
を
自
殺
に
追
い

込
み
、
衛
尉
梁
淑
•
河
南
手
梁
胤
・
屯
騎
校
尉
梁
譲
・
越
騎
校

尉
梁
忠
•
長
水
校
尉
梁
戟
ら
を
初
め
親
族
数
十
人
を
誅
し
、
よ

う
や
く
外
戚
梁
氏
の
禍
を
除
く
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
実

m
 

は
そ
れ
は
政
権
が
外
戚
か
ら
宦
官
に
移
っ
た
に
す
ぎ
ず
、
決
し

m
N
 

て
政
権
を
奪
回
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
元
、
こ
の
童
謡
は
「
桓
帝
の
初
め
」
の

和
平
元
年
の
梁
太
后
の
崩
御
と
梓
滝
の
山
崩
れ
、
元
嘉
中
に
集

中
す
る
疫
病
・
旱
魃
・
飢
饉
・
地
震
・
日
食
、
都
の
婦
女
の
奇

妙
な
風
俗
な
ど
の
社
会
不
安
が
永
興
•
永
壽
年
間
の
大
河
の
氾

濫
を
き
っ
か
け
に
し
て
梁
翼
へ
の
怨
恨
を
更
に
掻
き
立
て
、
延

齊
一
年
の
梁
皇
后
の
崩
御
を
好
機
と
ば
か
り
に
梁
氏
一
族
の
熾

滅
を
期
待
し
、
そ
れ
を
「
童
」
に
託
し
て
謡
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
梁
太
后
・
梁
皇
后
の
崩
御
を
き
っ
か
け
に
一
挙
に
梁
氏

一
族
が
誅
さ
れ
る
と
い
う
、
正
に
期
待
し
た
通
り
の
結
果
が
得
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ら
れ
た
た
め
に
梁
氏
一
族
の
最
後
I

た
だ
し
宦
官
の
擾
頭
が

そ
の
代
償
と
な
っ
た
が
|
—
を
「
予
言
」
し
た
「
謡
」
と
し
て

伝
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
童
謡
は
次
の

よ
う
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
、
前
半
部
「
小
萎
は
青
青
た
り
、
大
褻
は
枯
る
。
誰
か

嘗
に
穫
る
べ
き
者
ぞ
、
婦
と
姑
と
」
は
、
「
小
突
」
は
宦
官
、

「
大
褻
」
は
梁
翼
（
あ
る
い
は
梁
氏
一
族
）
、
「
婦
」
は
皇
后

梁
氏
、
「
姑
」
は
皇
太
后
梁
氏
を
指
し
、
「
宦
官
が
撓
頭
す
れ

ば
梁
氏
は
滅
ぶ
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
梁
氏
一
族
を
滅
ぼ
す
の
は
、

実
は
他
で
も
な
い
梁
氏
自
身
。
梁
翼
の
姉
妹
が
順
帝
と
桓
帝
の

皇
后
と
な
っ
た
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
政
権
を
ほ
し
い
ま
ま
に

し
て
い
る
こ
と
が
、
結
果
的
に
梁
氏
一
族
の
滅
亡
を
招
く
で
あ

ろ
う
」
と
。

そ
し
て
後
半
部
、
時
あ
た
か
も
西
域
が
物
騒
に
な
っ
て
い
た
。

延
窯
二
年
と
三
年
に
は
護
莞
校
尉
段
類
が
、
四
年
に
は
中
郎
将

皇
甫
規
が
西
莞
を
撃
破
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
二
人
、
西

域
で
の
活
躍
は
優
劣
つ
け
が
た
い
の
で
あ
る
が
、
対
宦
官
の
態

度
は
対
照
的
と
も
い
え
る
。

皇
甫
規
は
節
義
を
重
ん
ず
る
気
骨
あ
る
武
将
で
、
殊
の
ほ
か

宦
官
を
憎
み
、
宦
官
と
の
交
際
を
一
切
拒
絶
し
た
。
宦
官
の
方

も
、
皇
甫
規
が
西
莞
か
ら
賄
賂
を
貰
っ
て
い
る
と
匪
告
す
る
ほ

ど
皇
甫
規
を
恨
ん
で
い
た
。
皇
甫
規
は
そ
れ
に
も
ひ
る
む
こ
と

な
く
宦
官
を
無
視
し
て
自
ら
の
見
識
の
ほ
ど
を
示
し
た
。

こ
こ
に
い
う
宦
官
と
は
、
梁
氏
一
族
撲
滅
を
敢
行
し
て
功
を

立
て
、
同
日
に
侯
に
封
ぜ
ら
れ
た
皐
超
•
徐
瑾
•
具
暖
・
左
惇
・

唐
衡
の
い
わ
ゆ
る
「
五
侯
」
で
あ
る
（
注
16)
。
か
れ
ら
を
憎

ん
だ
の
は
何
も
皇
甫
規
ひ
と
り
で
は
な
い
。
延
蕉
中
に
流
行
し

た
頭
巾
も
ま
る
で
宦
官
の
祟
り
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
る
人

々
は
、
「
一
将
軍
死
し
て
、
五
将
軍
出
づ
」
、
よ
う
や
く
梁
翼

を
殺
し
梁
氏
一
族
を
撲
滅
し
た
の
に
そ
の
代
償
が
「
五
侯
」
で
の勺

2

あ
っ
た
と
は
と
怒
っ
た
と
い
う
（
注
17)
。
ま
た
、
皐
超
は
新

豊
侯
に
封
ぜ
ら
れ
た
翌
年
（
延
齋
三
年
）
に
斃
じ
た
が
、
「
五

侯
」
の
生
き
残
り
四
人
組
は
「
皆
な
競
い
て
第
宅
を
起
こ
し
、

棲
観
は
牡
麗
に
し
て
伎
巧
を
窮
極
し
、
金
銀
闊
粍
も
て
犬
馬
に

施
し
、
多
く
良
人
の
美
女
取
り
て
以
て
姫
妾
と
為
し
、
皆
な
珍

飾
華
移
に
し
て
宮
人
に
擬
則
す
」
る
有
り
様
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
金
で
養
子
を
買
っ
て
は
自
分
の
封
爵
を
継
が
せ
、
兄
弟
や

親
戚
を
続
々
と
州
郡
の
長
官
に
し
た
「
五
侯
」
は
、
「
百
姓
を

奉
較
す
る
こ
と
、
盗
賊
と
異
な
る
こ
と
無
し
」
と
言
わ
れ
た
。

世
間
で
は
「
左
は
天
を
回
ら
せ
、
具
は
獨
坐
し
、
徐
は
臥
虎
た



り
、
唐
は
雨
堕
す
」
と
語
り
合
っ
て
つ
か
の
間
の
憂
さ
を
晴
ら

し
た
が
（
注
18)
、
す
で
に
権
勢
を
掌
握
し
た
宦
官
の
ボ
ス
に

面
と
向
か
っ
て
反
逆
し
て
憚
ら
な
い
皇
甫
規
に
、
人
々
は
溜
飲

を
下
げ
心
の
中
で
快
哉
を
叫
ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
皇

甫
規
は
永
康
元
年
(
-
六
七
）
、
桓
帝
最
後
の
年
の
こ
と
で
あ

る
が
、
党
錮
に
対
し
て
李
脚
や
陳
蕃
ら
の
い
わ
ゆ
る
清
流
派
の

無
罪
を
桓
帝
に
陳
情
し
て
い
る
（
注
19)
。

一
方
、
段
類
は
、
「
初
め
、
頬
、
皇
甫
威
明
・
張
然
明
と
、

鐘
び
に
名
を
知
ら
れ
顕
達
す
。
京
師
稲
し
て
涼
州
三
明
と
為
す

と
云
う
」
（
段
類
停
）
と
あ
る
よ
う
に
、
「
初
め
」
は
皇
甫
規

と
と
も
に
称
え
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
人
物
で
あ
っ
た
が
、
か
れ

は
最
後
（
震
帝
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
は
あ
る
が
）
は
「
意

を
宦
官
に
曲
げ
、
故
に
そ
の
富
貴
を
保
つ
を
得
、
遂
に
中
常
侍

王
甫
に
鴬
し
、
中
常
侍
鄭
颯
．
董
騰
等
を
誅
す
」
と
、
宦
官
に

阿
映
し
て
「
封
を
増
す
こ
と
四
千
戸
、
前
に
井
べ
ば
萬
四
千
戸
」

ま
で
「
其
の
富
貴
を
保
つ
を
得
」
た
。
し
か
し
、
最
後
は
王
甫

が
誅
殺
さ
れ
て
獄
に
繋
が
れ
、
詰
問
に
耐
え
ら
れ
ず
毒
を
あ
お

っ
て
非
業
の
死
を
遂
げ
る
。

以
上
の
事
実
関
係
に
注
目
す
れ
ば
、
童
謡
の
後
半
部
「
丈
人
、

，
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何
く
に
在
る
、
西
の
か
た
胡
を
撃
つ
。
吏
は
馬
を
買
い
、
君
は

馬
を
具
う
。
請
う
、
諸
君
の
為
に
噛
胡
を
鼓
さ
ん
」
は
、
「
（
外

戚
梁
氏
が
一
掃
さ
れ
た
と
思
っ
た
の
に
今
度
は
宦
官
が
猛
威
を

奮
う
、
こ
の
宦
官
を
や
っ
つ
け
て
く
れ
る
）
丈
人
（
皇
甫
規
）
は

ど
こ
に
い
る
、
西
方
へ
と
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
に

一
見
良
識
派
の
中
に
も
は
宦
官
に
寝
返
っ
て
保
身
す
る
者
（
段

頬
）
が
い
る
。
い
っ
た
い
誰
が
本
当
に
宦
官
を
倒
す
つ
も
り
な

の
か
知
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
へ
た
な
判
断
を
す
れ
ば
こ
ち
ら

が
や
ら
れ
て
し
ま
う
。
こ
こ
は
ひ
と
つ
内
緒
話
で
い
こ
う
」
と

な
る
。

c
 

こ
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
、
宦
官
へ
の
恨
み
憎
し
み
、
宦
官

に
阿
映
す
る
輩
へ
の
罵
倒
、
宦
官
に
翻
弄
さ
れ
る
無
能
の
天
子
げ

（
桓
帝
）
へ
の
絶
望
感
、
そ
し
て
最
大
の
課
題
で
あ
っ
た
梁
翼

の
抹
殺
と
梁
氏
一
族
の
熾
滅
願
望
等
々
、
す
べ
て
元
嘉
中
に
す

で
に
用
意
さ
れ
て
い
た
訳
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
童
謡
が
「
桓
帝

の
初
め
」
に
謳
わ
れ
た
と
す
る
こ
と
、
司
馬
彪
が
あ
え
て
「
元

嘉
中
」
と
す
る
こ
と
は
充
分
に
合
理
性
の
あ
る
こ
と
と
な
り
、

こ
こ
に
こ
の
童
謡
は
一
挙
に
「
予
言
性
」
を
帯
び
る
こ
と
と
な

る
。
そ
し
て
、
童
謡
は
こ
こ
で
も
現
実
的
な
効
果
を
挙
げ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
結
果
と
し
て
梁
翼
を
自
殺
に
追
い
や
り
梁
氏

一
族
を
抹
殺
し
、
の
み
な
ら
ず
段
類
の
如
き
裏
切
り
者
を
た
だ
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い
ま
ひ
と
つ
、
桓
帝
の
初
め
に
謳
わ
れ
た
童
謡
が
「
予
言
」

す
る
と
こ
ろ
は
、
残
酷
に
も
桓
帝
の
最
後
で
あ
る
。

城
上
の
烏
、
尾
は
畢
遁
す
。

公
は
吏
為
り
、
子
は
徒
為
り
。

一
徒
死
し
て
、
百
乗
の
車
あ
り
。

車
班
班
と
し
て
、
河
間
に
入
る
。

河
間
の
姥
女
、
エ
み
に
錢
を
数
え
、

桓
帝
を
謳
う
童
謡
|
|
桓
帝
の
無
力
を
嘲
笑
す
る

「
富
貴
を
保
つ
を
得
」
た
ま
ま
に
せ
ず
服
毒
自
殺
さ
せ
た
の
で

あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
童
謡
が
梁
翼
あ
る
い
は
梁
氏
一
族
を
呪

う
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
疑
問
を
も
解

決
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
『
後
漢
書
』
は
口
を
極
め

て
梁
翼
や
梁
氏
の
非
を
説
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
梁
翼
・

梁
氏
一
族
の
熾
滅
を
切
望
す
る
「
謡
」
が
桓
帝
期
に
記
録
さ
れ

て
い
な
い
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
童
謡
こ
そ
が
梁
翼
の
死

と
梁
氏
一
族
の
全
滅
を
期
待
し
、
そ
の
期
待
が
か
な
っ
た
め
に

人
々
の
記
憶
に
残
っ
た
「
謡
」
だ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

錢
を
以
て
室
を
為
り
金
も
て
堂
を
為
る
。

石
上
憬
憬
と
し
て
黄
梁
を
春
づ
く
。

梁
下
に
懸
鼓
有
り
。

我
れ
之
れ
を
撃
た
ん
と
欲
す
れ
ば
丞
卿
怒
る
。

案
ず
る
に
、
此
れ
皆
な
政
を
為
す
に
貪
な
る
を
謂
う
な
り
。

「
城
上
の
烏
、
尾
は
畢
逍
す
」
と
は
、
高
き
に
虞
り
て
獨

り
食
ら
う
に
利
あ
り
、
下
と
共
に
せ
ず
、
人
主
の
多
く
衆
③mい

飲
す
る
を
謂
う
な
り
。
「
公
は
吏
為
り
、
子
は
徒
為
り
」

と
は
、
言
う
こ
こ
ろ
は
、
蟄
夷
将
に
畔
逆
せ
ん
と
す
、
父
、

既
に
軍
吏
と
為
り
、
其
の
子
、
又
た
卒
徒
と
為
り
て
往
き

て
之
れ
を
撃
つ
な
り
。
「
一
徒
死
し
て
、
百
乗
の
車
あ
り
」

と
は
、
言
う
こ
こ
ろ
は
、
前
に
一
人
往
き
て
胡
を
討
ち
既

に
死
す
、
後
に
又
た
百
乗
の
車
を
遣
わ
し
て
往
か
し
む
。

「
車
班
班
と
し
て
、
河
間
に
入
る
」
と
は
、
言
う
こ
こ
ろ

は
、
上
、
将
に
崩
ぜ
ん
と
す
、
乗
輿
、
班
班
と
し
て
河
間

に
入
り
て
霊
帝
を
迎
う
る
な
り
。
「
河
間
の
姥
女
、
エ
み

に
錢
を
数
え
、
錢
を
以
て
室
を
為
り
金
も
て
堂
を
為
る
」

司
馬
彪
は
こ
の
童
謡
を
解
釈
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。



と
は
、
霊
帝
既
に
立
ち
、
其
の
母
永
築
太
后
、
好
ん
で
金

を
衆
め
て
以
て
堂
を
為
る
な
り
。
「
石
上
憔
憔
と
し
て

黄
梁
を
春
づ
く
」
と
は
、
言
う
こ
こ
ろ
は
、
永
柴
、
金
錢

を
積
む
と
雖
も
、
憬
憔
と
し
て
常
に
足
ら
ざ
る
に
苦
し
み
、

人
を
し
て
黄
梁
を
春
づ
き
て
之
れ
を
食
わ
し
む
る
な
り
。

「
梁
下
に
懸
鼓
有
り
、
我
れ
之
れ
を
撃
た
ん
と
欲
す
れ
ば

丞
卿
怒
る
」
と
は
、
言
う
こ
こ
ろ
は
、
永
築
主
、
霊
帝
に

教
え
て
、
官
を
賣
り
て
錢
を
受
け
し
む
。
祗
す
る
所
、
其

の
人
に
非
ず
、
天
下
の
忠
篤
の
士
は
怨
望
し
、
懸
鼓
を
撃

ち
て
以
て
見
え
ん
こ
と
を
求
め
ん
と
欲
し
、
丞
卿
鼓
を

主
る
者
、
亦
た
復
た
餡
順
し
、
怒
り
て
我
れ
を
止
む
る
な

り。
こ
の
童
謡
は
桓
帝
の
死
と
霊
帝
の
即
位
を
謳
い
、
霊
帝
の
母

親
孝
仁
董
皇
后
（
永
築
主
）
の
奢
移
を
非
難
し
、
天
子
へ
の
諫

言
を
す
べ
て
握
り
潰
す
宦
官
た
ち
を
恨
む
も
の
と
な
る
。
大
筋

は
こ
の
よ
う
で
あ
ろ
う
が
、
司
馬
彪
の
こ
の
解
釈
は
あ
ま
り
に

も
漠
然
と
し
て
お
り
、
特
に
前
半
部
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
確

か
に
父
子
共
に
戦
い
に
駆
り
出
さ
れ
る
こ
と
も
決
し
て
珍
し
く

1j 
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は
な
か
っ
た
し
、
現
に
「
西
莞
傭
」
に
は
順
帝
の
時
で
は
あ
る
が

そ
れ
に
相
当
す
る
例
も
見
え
る
。
し
か
し
、
童
謡
に
謳
う
「
公
」

と
「
子
」
は
不
確
定
な
父
子
を
言
う
も
の
で
は
な
く
、
よ
り
明

確
な
特
定
の
人
物
が
隠
さ
れ
て
い
て
よ
い
。
「
謡
」
は
何
よ
り

も
具
体
的
な
事
柄
や
人
物
を
謳
い
込
み
、
そ
の
事
や
人
を
椰
楡

す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
基
本
的
な
と
こ
ろ
で
不
明
瞭
な
ま

ま
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
劉
昭
も
指
摘
し
て
い
る
（
注

20)
。
と
こ
ろ
が
、
『
白
孔
六
帖
』
巻
九
十
四
引
く
『
綾
漢
書
』

は
「
域
上
烏
、
一
年
生
九
雛
。
公
為
吏
、
兒
為
徒
」
に
作
り
、

ま
た
、
『
太
平
御
覧
』
巻
九
百
二
十
引
く
『
績
漠
書
』
も
「
城

，
 

上
烏
、
尾
畢
逍
。
一
年
生
九
鶉
。
公
為
吏
、
子
為
徒
。
一
徒
死
、

百
乗
車
」
に
作
っ
て
い
る
。
今
、
こ
こ
に
「
一
年
生
九
雛
」
の
げ

一
旬
を
補
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
童
謡
が
謳
い
込
ん
だ
謎
は

一
挙
に
解
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
梁
氏
一
族
を
呪
う
童
謡
が
大
河
の
氾
濫
と
い
う

水
害
を
契
機
に
し
て
い
た
よ
う
に
、
こ
の
童
謡
は
延
憲
年
間
に

頻
発
し
た
火
災
を
契
機
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
延
蕪
年

間
に
発
生
し
た
火
災
は
四
年
正
月
の
南
宮
嘉
徳
殿
の
火
災
を
皮

切
り
に
何
と
十
五
回
に
及
び
（
注
21)
、
司
馬
彪
は
半
年
の
間

に
四
度
も
続
け
て
起
き
た
延
憲
四
年
の
火
災
を
次
の
よ
う
に
解

説
す
る
。
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延
憲
四
年
、
正
月
辛
酉
、
南
宮
の
嘉
徳
殿
に
火
あ
り
。
戊

子
、
丙
署
に
火
あ
り
。
二
月
壬
辰
、
武
庫
に
火
あ
り
。
五

月
丁
卯
、
原
陵
の
長
壽
門
に
火
あ
り
。
是
れ
よ
り
先
、
竜

后
、
賤
人
に
因
り
て
幸
せ
ら
る
る
を
得
、
貴
人
と
腕
せ
ら

れ
て
后
と
為
る
。
上
、
后
の
母
宣
を
以
て
長
安
君
と
為
し
、

其
の
兄
弟
を
封
じ
て
、
愛
寵
隆
崇
し
、
又
た
多
く
功
無
き

者
を
封
ず
。
（
五
行
志
二
）

司
馬
彪
は
こ
こ
に
奄
后
、
す
な
わ
ち
郡
皇
后
を
以
て
説
明
す

る
が
、
こ
れ
は
延
齋
四
年
の
火
災
を
解
説
し
た
も
の
で
あ
り
、

後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
の
後
も
立
て
続
け
に
起
き
た
火
災
は
必

ず
し
も
郵
皇
后
の
た
め
だ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
郵
皇
后
の
禍

は
、
「
女
主
盛
ん
に
し
て
、
臣
、
命
を
制
す
れ
ば
、
則
ち
地
動

く
」
（
『
後
漢
書
』
李
雲
停
注
所
引
『
春
秋
漢
含
華
』
）
、
「
（
延

墨
一
年
）
又
た
腋
庭
の
民
の
女
竜
氏
を
立
て
て
皇
后
と
為
す
。

数
月
の
間
に
后
の
家
の
封
ぜ
ら
る
る
者
四
人
、
賞
賜
巨
萬
。
是

の
時
、
地
敷
ミ
震
裂
し
、
衆
災
頻
り
に
降
る
。
…
…
臣
聞
く
、

皇
后
は
天
下
の
母
、
徳
、
坤
霊
に
配
し
、
其
の
人
を
得
れ
ば
則

ち
五
氏
来
り
備
わ
り
、
其
の
人
を
得
ざ
れ
ば
則
ち
地
動
き
宮
を

揺
が
す
」
（
李
雲
億
）
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
地
震
に
現
れ
て

い
る
と
す
る
ほ
う
が
当
た
っ
て
い
る
（
注
22)
。
し
か
も
、
郡

皇
后
は
延
齋
八
年
二
月
に
磨
さ
れ
て
暴
室
に
送
ら
れ
る
が
、
火

災
は
そ
の
す
ぐ
後
に
も
引
き
続
き
発
生
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
延
齋
年
間
の
火
災
は
郡
皇
后
に
直
結
さ
せ
る
よ
り
も
、

次
に
君
臨
す
る
賓
皇
后
及
び
宦
官
と
深
く
関
係
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

部
皇
后
が
廃
さ
れ
た
後
、
延
窯
八
年
十
月
、
賣
氏
は
皇
后
に

な
っ
た
と
は
い
え
、
「
御
見
す
る
こ
と
甚
だ
稀
な
り
。
帝
の
寵

す
る
所
、
唯
だ
采
女
田
聖
等
の
み
」
で
、
桓
帝
が
病
の
床
に
就
〇⑱

 

く
や
、
桓
帝
の
寵
愛
し
た
田
聖
ら
九
人
は
す
べ
て
貴
人
と
な
っ

た
。
そ
の
た
め
、
賓
皇
后
は
田
聖
ら
を
恨
ん
で
桓
帝
の
柩
の
前

で
殺
し
た
。
更
に
宮
中
の
貴
人
を
こ
と
ご
と
く
殺
そ
う
と
し
た

が
、
宦
官
の
諫
め
で
よ
う
や
く
思
い
止
ど
ま
っ
た
（
皇
后
紀
下
）
。

こ
の
事
実
は
先
述
し
た
「
一
年
生
九
雛
」
の
一
旬
が
謳
う
内
容

と
一
致
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
一
旬
を
補
う
こ
と
で
、
童
謡
に

い
う
「
城
上
烏
」
と
「
公
」
は
こ
の
賓
皇
后
を
、
「
九
雛
」
は

田
聖
ら
九
人
の
采
女
を
言
い
、
「
子
」
「
一
徒
」
は
後
継
者
の

生
ま
れ
な
か
っ
た
桓
帝
を
暗
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

「
逍
」
と
は
滞
納
税
の
こ
と
（
注
23)
で
あ
り
、
延
蕪
九
年
、



桓
帝
が
詔
を
発
し
て
水
害
・
旱
魃
．
疫
病
の
た
め
起
こ
っ
た
不

作
を
深
刻
に
受
け
止
め
、
そ
し
て
災
異
・
日
食
に
よ
る
天
子
の

ヘ
譴
責
を
受
け
入
れ
て
滞
納
し
た
税
金
の
徴
収
を
禁
止
す
る
措

置
を
取
っ
て
い
る
事
実
（
注
24)
か
ら
、
「
城
上
の
烏
、
尾
は

畢
逍
す
。
一
年
に
九
雛
を
生
む
。
公
は
吏
為
り
、
子
は
徒
為
り
」

は
次
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
。
「
城
上
の
烏
（
賓
皇
后
）
は
、

尾
っ
ぽ
（
宦
官
の
こ
と
）
を
使
っ
て
税
金
を
絞
り
取
る
。
桓
帝

は
烏
に
は
興
味
が
な
く
て
九
人
の
美
女
を
寵
愛
す
る
。
し
か
し
、

烏
は
立
派
で
吏
の
ご
と
く
、
桓
帝
は
ま
る
で
徒
の
ご
と
し
」
と
。

と
こ
ろ
で
、
桓
帝
は
河
間
王
開
の
孫
、
霊
帝
は
同
じ
河
間
王

開
の
曾
孫
、
桓
帝
の
父
謳
吾
侯
翼
と
霊
帝
の
祖
父
解
洒
侯
淑
と

は
兄
弟
で
あ
る
。
ま
た
、
延
齋
八
年
四
月
、
「
清
陰
•
東
郡
・

清
北
の
河
水
清
む
」
、
九
年
四
月
、
「
済
陰
•
東
郡
・
済
北
・

平
原
の
河
水
清
む
」
（
桓
帝
紀
）
異
変
が
起
こ
り
、
こ
こ
に
「
河

間
」
が
浮
上
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
車
班
班
と
し
て
、
河
間

に
入
る
」
は
、
「
桓
帝
崩
じ
、
子
無
し
。
皇
太
后
、
父
城
門
校

尉
賣
武
と
策
を
禁
中
に
定
め
、
守
光
藤
大
夫
劉
饉
を
し
て
節
を

持
し
、
左
右
の
羽
林
を
勝
い
て
河
間
に
至
り
奉
迎
せ
し
む
。
建

寧
元
年
春
正
月
壬
午
、
城
門
校
尉
喪
武
を
大
将
軍
と
為
す
。
己

98

亥
、
帝
、
夏
門
亭
に
到
り
、
賓
武
を
し
て
節
を
持
し
、
王

蓋
車
を
以
て
迎
え
て
殿
中
に
入
ら
し
む
。
庚
子
、
皇
帝
の
位
に

即
く
。
年
、
十
二
。
建
寧
と
改
元
す
」
（
霊
帝
紀
）
と
あ
る
よ

う
に
、
桓
帝
の
死
を
予
測
さ
せ
、
桓
帝
崩
御
後
に
霊
帝
を
迎
え

に
「
班
班
と
し
て
」
行
く
車
を
暗
示
す
る
。
司
馬
彪
も
河
水
の

異
変
を
「
其
の
明
年
、
宮
車
晏
駕
す
。
解
猥
亭
侯
を
徴
し
て
漠

の
嗣
と
為
し
、
尊
位
に
即
か
し
む
。
是
れ
孝
霊
皇
帝
為
り
」
（
五

行
志
三
）
と
、
桓
帝
の
崩
御
と
霊
帝
の
即
位
の
前
兆
と
見
る
。

し
か
し
、
黄
河
が
澄
む
な
ど
と
い
う
の
は
未
だ
か
つ
て
な
か
っ

た
異
常
な
事
態
で
あ
り
、
本
来
濁
っ
て
い
る
べ
き
黄
河
が
澄
む

の
は
「
陰
、
陽
為
ら
ん
と
欲
し
、
諸
侯
、
帝
為
ら
ん
と
欲
す
る
」
）

現
象
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
（
注
25)
、
霊
帝
の
即
位
も
何
ら
⑱

明
る
い
未
来
を
約
束
し
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の

暗
い
イ
メ
ー
ジ
は
更
に
霊
帝
の
母
「
河
間
の
姥
女
」
に
よ
っ
て

助
長
さ
れ
る
。

さ
て
、
車
が
河
間
に
入
る
と
、
「
河
間
の
姥
女
」
は
「
エ
み

に
錢
を
数
え
、
錢
を
以
て
室
を
為
り
金
も
て
堂
を
為
」
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
河
間
の
美
女
、
つ
ま
り
震
帝
の
母
が
震
帝
即
位
後

す
ぐ
に
恨
園
貴
人
と
な
り
、
ま
た
南
宮
嘉
徳
殿
、
す
な
わ
ち
永

梨
宮
に
移
り
住
ん
で
孝
仁
皇
后
と
な
っ
て
、
賓
太
后
が
亡
く
な

る
と
「
帝
を
し
て
官
を
賣
り
て
貨
を
求
め
し
め
、
自
ら
金
錢
を
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納
れ
、
堂
室
に
盈
滴
」
（
皇
后
紀
下
）
し
た
事
実
を
指
す
。

ま
た
、
延
煕
八
年
、
「
十
一
月
壬
子
、
徳
陽
殿
の
西
閤
・
黄

門
の
北
寺
に
火
あ
り
、
廣
義
•
神
虎
門
に
延
及
し
て
人
を
燒
殺

す
」
（
桓
帝
紀
）
と
い
う
大
火
災
が
起
こ
っ
た
時
、
「
又
た
夜

に
訛
言
有
り
、
鼓
を
撃
ち
て
相
い
驚
か
す
」
、
鼓
を
打
っ
て
戒

め
た
。
そ
の
後
、
陳
蕃
•
劉
矩
．
劉
茂
ら
が
こ
の
「
極
陰
の
愛
」

は
「
唯
だ
善
政
の
み
以
て
之
れ
を
已
む
可
し
」
と
上
疏
し
て
諫

め
た
も
の
の
、
つ
い
に
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
（
注
26)
。
こ
の

こ
と
は
「
石
上
憔
憬
と
し
て
黄
梁
を
春
づ
く
。
梁
下
に
懸
鼓

有
り
。
我
れ
之
れ
を
撃
た
ん
と
欲
す
れ
ば
丞
卿
怒
る
」
の
事
実

を
語
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
注
27)
。

こ
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、
司
馬
彪
の
評
語
、
「
高
き
に
虜

り
て
獨
り
食
う
に
利
あ
り
、
下
と
共
に
せ
ず
。
人
主
、
多
く
衆

飲
す
る
を
謂
う
な
り
」
に
適
う
こ
と
に
も
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
れ
は
「
桓
帝
の
初
め
」
に
謳
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
上

述
の
内
容
は
す
べ
て
「
予
言
」
で
あ
る
。
そ
の
「
予
言
」
が
現

実
性
を
帯
び
る
に
従
っ
て
、
知
識
人
の
諦
め
と
と
も
に
、
よ
り

良
き
時
代
の
誕
生
へ
の
さ
さ
や
か
な
期
待
が
更
に
新
た
な
「
謡
」

を
生
み
、
霊
帝
即
位
を
謳
う
「
桓
帝
之
末
」
の
童
謡
へ
と
展
開

し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
さ
さ
や
か
な

童
謡
は
無
能
の
天
子
や
悪
辣
な
権
力
者
へ
の
恨
み
憎
し
み
を

込
め
て
一
時
的
に
そ
の
恨
み
憎
し
み
を
発
散
さ
せ
る
だ
け
の
も

の
で
は
な
い
。
む
ろ
ん
、
童
謡
に
は
現
実
社
会
の
不
平
不
満
を

爆
発
さ
せ
る
効
果
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
流
行
さ
せ
て
為
政
者

に
警
告
し
反
省
を
促
す
た
め
の
、
い
わ
ば
現
実
を
変
革
し
よ
う

2
 

と
す
る
積
極
的
手
段
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
杜
預
）8

 

の
言
（
注
28)
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
漠
代
に
は
童
謡
を
治
理
（

の
助
と
す
る
こ
と
は
珍
し
く
は
な
か
っ
た
こ
と
（
注
29)
、
ま

た
、
先
に
引
用
し
た
『
列
子
』
の
寓
話
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、

為
政
者
が
巷
間
の
「
謡
」
を
懸
念
す
る
こ
と
は
中
国
社
会
で
は

特
殊
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
童
謡
の
多
く
が
天
子
や
権
力
者

の
悲
惨
な
最
後
を
「
予
言
」
し
て
い
た
と
し
て
歴
史
書
に
記
録

さ
れ
続
け
る
の
は
、
そ
の
警
告
を
無
視
し
た
当
然
の
報
い
と
し

て
人
々
の
記
憶
に
鮮
烈
に
残
る
か
ら
で
あ
る
。

恐
ら
く
い
つ
の
時
代
に
も
無
数
の
「
謡
」
が
作
ら
れ
て
謳
わ

れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
漠
然
と
不
平
不
満
を
謳
っ
た
も
の
か
ら
特

お
わ
り
に

期
待
が
空
し
い
こ
と
も
人
々
は
予
見
し
て
い
た
。



定
の
個
人
を
呪
う
も
の
ま
で
、
悲
惨
な
現
実
か
ら
逃
れ
た
い
と

い
う
消
極
的
な
も
の
か
ら
現
実
社
会
を
改
革
し
よ
う
と
す
る
積

極
的
な
も
の
ま
で
様
々
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
れ
、
「
謡
」
が
作
り
謳
っ
た
人
々
に
は
、
為
政
者

が
今
の
事
態
を
放
置
す
れ
ば
い
ず
れ
悲
惨
な
結
果
を
招
く
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
と
の
予
測
は
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
予
測

が
現
実
化
し
た
時
、
「
謡
」
は
初
め
て
そ
の
使
命
を
果
し
た
こ

と
に
な
る
。

―
つ
の
社
会
状
況
を
変
革
し
時
代
の
流
れ
を
大
き
く
変
え
よ

う
と
す
れ
ば
、
時
に
状
況
が
最
悪
の
事
態
に
陥
る
の
を
待
た
ね

ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
天
子
の
死
・
反
乱
•
暗
殺
•
虐
殺

な
ど
を
経
な
け
れ
ば
現
実
の
暴
政
が
一
掃
さ
れ
そ
う
に
な
い
と

思
わ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
容
易
に
変
え
ら
れ
な
い
現
実

で
あ
れ
ば
、
今
す
ぐ
で
な
く
と
も
、
で
き
る
だ
け
近
い
将
来
に

憎
む
べ
き
対
象
の
死
を
果
し
て
新
し
い
時
代
の
幕
開
け
を
期
待

す
る
。
そ
の
願
望
が
「
謡
」
と
な
り
、
そ
の
「
謡
」
を
人
口
に

腑
炎
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
象
を
刺
激
し
、
事
態
を
よ
り
速

や
か
に
収
束
に
向
か
わ
せ
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
が
「
謡
」
の
狙

い
で
も
あ
り
、
歴
史
書
に
記
録
さ
れ
る
「
謡
」
に
即
し
て
言
え

5
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ば
そ
の
狙
い
は
当
た
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
「
謡
」
は
腐
敗

注
1 注

し
た
現
実
社
会
を
改
善
し
よ
う
と
す
る
者
の
意
志
表
示
で
あ
り
、

そ
れ
を
流
行
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
政
治
に
影
響
を
も
た

ら
そ
う
と
す
る
、
い
わ
ば
政
治
活
動
の
所
産
で
あ
っ
た
。

「
謡
」
は
本
来
「
歌
」
と
は
違
う
が
、
漠
代
に
な
る
と

内
容
的
に
「
歌
」
と
「
謡
」
と
判
別
し
難
い
も
の
が
多
く

な
る
。
そ
れ
は
「
語
」
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
ま
た
、
「
謡
」

に
は
「
童
」
の
代
わ
り
に
「
民
」
を
冠
す
る
も
の
（
民
謡
）
）8
 

8
 

や
「
兒
」
を
冠
す
る
も
の
（
兒
謡
）
、
あ
る
い
は
単
に
「
謡
（

日
」
と
の
み
記
録
す
る
も
の
な
ど
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
の

場
合
で
も
童
や
民
や
兒
に
重
き
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ

れ
ぞ
れ
の
「
謡
」
は
誰
が
謳
っ
た
か
不
明
に
す
る
た
め
に

童
・
民
・
兒
を
冠
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
童
謡

も
民
謡
も
責
任
の
所
在
を
不
明
に
す
る
た
め
の
手
段
で
あ

り
、
兒
童
や
庶
民
に
託
し
て
不
平
不
満
を
爆
発
さ
せ
、
そ

れ
を
流
行
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
特
定
の
人
物
や
権
力
機

構
に
何
ら
か
の
影
響
力
を
発
揮
せ
ん
と
期
待
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
は
杜
預
が
童
謡
は
年
端
も
い
か
な
い
子
供
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の
「
嬉
戯
の
言
」
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
「
博
覧
之
士
、

能
儒
思
之
人
、
兼
而
志
之
、
以
為
墓
戒
、
以
為
将
来
之
瞼
、

有
益
於
世
教
」
（
『
春
秋
左
氏
偲
』
儘
公
五
年
注
）
と
言

う
こ
と
か
ら
も
判
断
で
き
る
。
た
だ
、
時
代
が
下
が
る
に

つ
れ
て
童
謡
が
主
流
を
占
め
て
民
謡
や
兒
歌
・
民
歌
な
ど

が
消
え
て
行
く
こ
と
、
ま
た
、
多
く
の
童
謡
が
韻
を
踏
ん

だ
三
字
旬
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
え
れ
ば
、

単
に
兒
童
に
託
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
子
供
が
覚
え
や
す

い
よ
う
に
作
っ
て
謡
の
流
行
を
促
し
た
も
の
と
も
考
え
ら

れ
る
。
拙
稿
「
前
漢
『
謡
』
の
諸
相
|
|
中
国
政
治
思
想

の
深
層
」
（
『
中
国
研
究
集
刊
』
総
第
十
号
一
九
九
一
年
六

月
）
、
及
び
「
中
国
古
代
『
謡
』
の
社
会
史
的
研
究
|
|

そ
の
課
題
と
研
究
史
」
（
『
愛
媛
大
学
法
文
学
部
論
集
』

第
二
十
六
号
、
一
九
九
三
年
九
月
）
を
参
照
。

注
2

廃
治
天
下
五
十
年
、
不
知
天
下
治
欺
不
治
欺
。
…
…
亮

乃
微
服
滸
於
康
衝
、
聞
兒
童
謡
日
、
立
我
蒸
民
、
莫
匪
爾

極
、
不
識
不
知
、
順
帝
之
則
。
発
喜
問
日
、
誰
教
爾
為
此

言
。
童
兒
日
、
我
聞
之
大
夫
。
問
大
夫
。
大
夫
日
、
古
詩
也
。

発
還
宮
召
舜
、
因
禰
以
天
下
。
舜
不
辟
而
受
之
。
（
『
列

子
』
仲
尼
篇
）

宣
王
之
時
有
童
謡
曰
、
聡
弧
箕
服
、
賓
亡
周
國
。
於
是

宣
王
聞
之
、
有
夫
婦
霰
是
器
者
、
王
使
執
而
戦
之
。
（
『
國

語
』
鄭
語
）

八
月
、
甲
午
、
晉
侯
園
上
陽
。
問
於
卜
櫃
曰
、
吾
其
清

乎
。
封
日
、
克
之
。
公
曰
、
何
時
。
封
日
、
童
謡
云
、
丙

之
晨
、
龍
尾
伏
辰
、
均
服
振
振
、
取
饒
之
旅
、
鶉
之
貴
貴
、

天
策
婢
婢
、
火
中
成
軍
、
饒
公
其
奔
。
（
『
春
秋
左
氏
停
』

儘
公
五
年
）

有
罰
鵠
来
巣
。
書
所
無
也
。
師
己
日
、
異
哉
。
吾
聞
文

武
之
世
、
日
、
罰
之
鵠
之
、
公
出
辱
之
。
罰
鵠
之
羽
、
公
心⑱

 

在
外
野
。
往
韻
之
馬
、
罰
鵠
踪
踪
。
公
在
乾
侯
。
徴
襄
典

襦
。
罰
縞
之
巣
。
遠
哉
造
造
。
桐
父
喪
努
、
宋
父
以
疇

罰
鵠
罰
鵠
往
歌
来
哭
。
（
同
、
昭
公
二
十
五
年
）

な
お
、
『
國
語
』
の
「
童
謡
」
は
『
史
記
』
周
本
紀
で

も
同
様
だ
が
、
『
東
周
列
國
志
』
（
明
・
潟
夢
龍
撰
）
で

は
「
月
将
升
、
日
将
没
。
歴
弧
箕
簾
、
幾
亡
周
國
」
と
な

り
、
し
か
も
そ
れ
は
「
有
紅
衣
小
兒
、
到
於
市
中
、
教
吾

等
念
此
四
旬
、
不
知
何
故
、
一
時
偲
遍
、
満
京
城
小
兒
不

約
而
同
、
不
止
一
慮
為
然
也
」
と
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

「
那
紅
衣
小
兒
、
還
是
何
人
？
」
と
の
宣
王
の
問
い
に
、
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太
史
伯
陽
父
が
「
上
天
傲
戒
人
君
、
命
癸
惑
星
化
為
小
兒
、

造
作
謡
言
、
使
露
兒
習
之
、
謂
之
童
謡
。
小
則
寓
一
人
之

吉
凶
、
大
則
係
國
家
之
興
敗
。
癸
惑
火
星
、
是
以
色
紅
。

今
日
亡
國
之
謡
、
乃
天
所
以
傲
王
也
」
と
答
え
て
い
る
よ

う
に
、
癸
惑
星
と
結
び
付
け
て
解
説
さ
れ
て
い
る
。

注
3

『
列
子
』
が
偽
書
で
あ
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
李

善
は
班
固
「
西
都
賦
」
の
注
に
こ
れ
を
引
用
し
（
『
文
選
』

巻
第
一
）
、
宋
の
高
承
は
こ
れ
を
も
っ
て
「
則
ち
童
謡
の

起
こ
り
、
亮
の
時
よ
り
已
に
然
る
な
り
」
（
『
事
物
紀
原
』

巻
第
十
）
と
断
言
す
る
。

注
4

前
掲
拙
稿
「
中
国
古
代
『
謡
』
の
社
会
史
的
研
究
|
|

そ
の
課
題
と
研
究
史
」
を
参
照
。

注
5

陽
嘉
二
年
、
有
地
動
・
山
崩
・
火
｛
火
之
異
、
公
卿
攀
固
封

策
、
詔
又
特
問
嘗
世
之
倣
、
為
政
所
宜
。
固
封
日
、
「
臣

聞
王
者
父
天
母
地
、
賓
有
山
川
。
王
道
得
則
陰
陽
和
穆
、

政
化
乖
則
崩
震
為
｛
火
°
斯
皆
闊
之
天
心
、
放
於
成
事
者
也
。

夫
化
以
職
成
、
官
由
能
理
。
古
之
進
者
、
有
徳
有
命
。
今

之
進
者
、
唯
財
典
力
。
…
…
夫
妃
后
之
家
所
以
少
完
全
者
、

登
天
性
当
然
。
但
以
爵
位
尊
顕
、
専
継
櫂
柄
、
天
道
悪
盈
、

不
知
自
損
、
故
至
顛
什
。
…
…
今
梁
氏
戚
為
椒
房
、
祠
所

不
臣
、
尊
以
高
爵
、
尚
可
然
也
。
而
子
弟
露
従
、
榮
顕
兼

加
‘
永
平
・
建
初
故
事
、
殆
不
如
此
。
宜
令
歩
兵
校
尉
翼

及
諸
侍
中
還
居
黄
門
之
官
、
使
櫂
去
外
戚
、
政
蹄
國
家
、

豊
不
休
乎
。
…
…
尚
書
出
納
王
命
、
賦
政
四
海
、
櫂
尊
執

重
、
責
之
所
蹄
。
若
不
平
心
、
｛
火
管
必
至
。
誠
宜
審
揮
其

人
、
以
咄
聖
政
。
…
…
陛
下
宜
開
石
室
、
陳
圃
書
、
招
會

攀
儒
、
引
問
失
得
、
指
撻
愛
象
、
以
求
天
意
。
其
言
有
中

理
、
即
時
施
行
、
顕
抜
其
人
、
以
表
能
者
。
…
…
又
宜
罷

退
宦
官
、
去
其
櫂
重
、
裁
置
常
侍
二
人
、
方
直
而
有
徳
者
、

省
事
左
右
。
小
黄
門
五
人
、
オ
智
閑
雅
者
、
給
事
殿
中
。

…
…
」
（
李
杜
列
偲
）

注
6

時
梁
翼
子
弟
五
人
及
中
常
侍
等
以
無
功
並
封
、
喬
上
書

諌
日
、
「
陛
下
越
従
藩
臣
、
龍
飛
即
位
、
天
人
馬
心
、
萬

邦
餃
頼
。
不
急
忠
賢
之
薦
、
而
先
左
右
之
封
、
傷
善
害
徳
、

興
長
倭
聰
臣
聞
古
之
明
君
、
褒
罰
必
以
功
過
、
末
世
闇

主
、
誅
賞
各
縁
其
私
。
今
梁
氏
一
門
、
宦
者
微
壁
、
競
帯

無
功
之
級
、
裂
努
臣
之
土
、
其
為
乖
濫
、
胡
可
勝
言
。
夫

有
功
不
賞
、
為
善
失
其
望
、
姦
回
不
詰
、
為
悪
騨
其
凶
。

故
陳
資
斧
而
人
靡
畏
、
班
爵
位
而
物
無
勧
。
荀
遂
斯
道
、

豊
伊
傷
政
、
為
胤
而
已
、
喪
身
亡
國
、
可
不
恨
哉
。
」
（
李

(85) 
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杜
列
偉
）

注

7

固
是
日
幽
斃
子
獄
、

郷
侯
・
司
徒
趙
戒
厨
舌

行
志
一
）

注
8

「
五
行
志
」
は
「
元
嘉
元
年
十
一
月
」
と
す
る
が
、

帝
紀
に
よ
れ
ば
「
五
色
の
大
鳥
」
が
出
現
し
た
の
は
建
和

元
年
の
十
一
月
だ
け
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
は
「
建
和
元
年
」

と
改
め
た
。
な
お
、
王
先
謙
（
『
後
漠
書
集
解
』
）
も
錢

大
昭
（
『
後
漢
書
辮
疑
』
及
び
『
績
漢
書
辮
疑
』
）
も
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
な
て
い
な
い
。

注
9

桓
帝
期
に
七
つ
の
「
謡
」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

前
に
述
べ
た
が
、
『
後
漠
書
』
窯
錮
列
偲
に
見
え
る
二
つ

は
明
ら
か
に
黛
錮
の
禍
を
「
予
言
」
す
る
も
の
で
あ
り
、

残
る
桓
帝
初
の
「
滸
平
賣
印
自
平
、
不
辟
豪
賢
及
大
姓
」

な
る
童
謡
は
、
内
容
的
に
黛
錮
の
禍
と
深
く
か
か
わ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
三
つ
の
「
謡
」
も
本

稿
と
密
接
に
関
係
す
る
が
、
紙
幅
の
都
合
で
別
に
稿
を
改

め
て
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
た
、
「
桓
帝
之
末
」
の

童
謡
も
霊
帝
の
誕
生
を
予
言
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ

こ
で
は
取
り
上
げ
な
い
。

而
太
尉
胡
廣
封
安
梨

・
司
空
哀
湯
安
國
亭
侯
云
。
（
五

一
千
騎
出
渥
谷
、
撃
破
之
。

奥
燒
何
大
豪
寇
張
披
…
…
。
四
年
冬
、
上
郡
沈
氏
・
龍
西
①8
 

牢
姐
・
烏
吾
諸
種
莞
共
寇
井
・
涼
二
州
、
類
将
渥
中
義
従
(

討
之
。
…
…
（
皇
甫
規
•
張
奥
・
段
類
列
偲
）

注
11

元
嘉
元
年
春
正
月
、
京
師
疾
疫
、
使
光
祗
大
夫
将
瞥
薬

案
行
。
癸
酉
、
大
赦
天
下
、
改
元
元
嘉
。
二
月
、
九
江
・

腐
江
大
疫
。
…
…
夏
四
月
、
…
…
京
師
旱
。
任
城
・
梁
國

飢
、
民
相
食
。
…
…
十
一
月
辛
巳
、
京
師
地
震
。
…
…
二

年
春
正
月
、
西
域
長
史
王
敬
為
子
虞
國
所
殺
。
丙
辰
、
京

師
地
震
。
夏
四
月
甲
寅
、
孝
崇
皇
后
麿
氏
崩
。
…
…
秋
七

月
庚
辰
、
日
有
食
之
。
八
月
、
清
陰
言
黄
龍
見
旬
陽
、
金

城
言
黄
龍
見
允
街
。
冬
十
月
乙
亥
、
京
師
地
震
。
（
桓
帝

會
燒
嘗
．
燒
何

．

．

 

穎
将
兵
及
渥
中
義
従

注
10

二
年
、
訪
（
第
五
訪
の
こ
と
）
以
中
郎
持
段

類
代
為
校
尉
。
時
燒
嘗
八
種
寇
龍
右
、
大
破
之
。
四

年
、
零
吾
復
奥
先
零
及
上
郡
沈
氏
・
牢
姐
諸
種
井
力
寇
井
・

涼
及
三
輔
。
…
…
中
郎
腔
皇
甫
規
撃
破
之
。
五
年
、
沈
氏

皆
降
。
（
西
莞



紀）

注
1
2

桓
帝
元
嘉
中
、
京
都
婦
女
作
愁
眉
・
暗
糀
・
堕
馬
髯
•

折
要
歩
・
顧
歯
笑
。
所
謂
愁
眉
者
、
細
而
曲
折
。
暗
糀
者
、

薄
拭
目
下
、
若
暗
虞
。
堕
馬
昏
者
、
作
一
邊
。
折
要
歩
者
、

足
不
在
髄
下
。
麟
歯
笑
者
、
若
歯
痛
、
築
不
欣
欣
。
始
自

大
将
軍
梁
翼
家
所
為
。
京
都
款
然
、
諸
夏
皆
放
妓
。
此
近

服
妖
。
梁
翼
二
世
上
将
、
婚
嬉
王
室
、
大
作
威
福
。
将
危

社
稜
。
天
誡
若
日
、
「
兵
馬
将
往
収
捕
、
婦
女
憂
愁
、
蹴

眉
暗
泣
、
吏
卒
製
頓
、
折
其
要
脊
、
令
昏
傾
邪
、
雖
強
語

笑
、
無
復
氣
味
也
。
」
到
延
照
二
年
、
畢
宗
誅
夷
。
（
五

行
志
一
）

注
13

桓
帝
時
、
梁
翼
乗
政
、
兄
弟
貴
盛
自
恣
、
好
願
馳
過
度
、

至
於
蹄
家
、
猶
馳
謳
入
門
。
百
姓
琥
之
日
、
「
梁
氏
滅
門

謳
馳
。
」
後
遂
誅
滅
。
（
五
行
志
一
）

注
14

時
太
后
乗
政
而
梁
翼
専
朝
。
故
后
獨
得
寵
幸
、
自
下
莫

得
進
見
。
后
籍
拙
兄
腐
執
、
恣
極
奢
靡
、
宮
糎
彫
麗
、
服

御
珍
華
、
巧
飾
制
度
、
兼
倍
前
世
。
及
皇
太
后
崩
、
恩
愛

梢
衰
。
后
既
無
子
、
潜
懐
怨
忌
、
毎
宮
人
学
育
、
鮮
得
全

者
。
（
皇
后
紀
下
）

，
 

9
8
注
1
5
初
、
梁
翼
雨
妹
為
順
•
桓
二
帝
皇
后
、
翼
代
父
商
為
大

将
軍
、
再
世
櫂
戚
、
威
振
天
下
。
翼
自
誅
太
尉
李
固
•
杜

喬
等
、
．
醗
横
益
甚
、
皇
后
乗
執
、
忌
恣
、
多
所
鵜
毒
、
上

下
鉗
口
、
莫
有
言
者
。
帝
逼
畏
久
、
恒
懐
不
平
、
恐
言
泄
、

不
敢
謀
之
。
（
宦
者
列
偲
）

注
1
6

棺
．
衡
遷
中
常
侍
、
封
超
新
豊
侯
、
二
萬
戸
、
瑣
武
原

侯
、
暖
東
武
陽
侯
、
各
萬
五
千
戸
、
賜
錢
各
千
五
百
萬
。

惇
上
察
侯
、
衡
汝
陽
侯
、
各
萬
三
千
戸
、
賜
錢
各
千
三
百

萬
。
五
人
同
日
封
。
故
世
謂
之
「
五
侯
」
。
又
封
小
黄
門

璽
芦
•
趙
忠
等
八
人
為
郷
侯
。
自
是
櫂
蹄
宦
官
、
朝
廷
日

の

風
癸
。
（
宦
者
列
偉
）

注
17

延
齋
中
、
梁
翼
誅
後
、
京
都
帳
顔
短
耳
長
、
短
上
長
下
°
⑱

時
中
常
侍
皐
超
・
左
惇
•
徐
瑾
•
具
暖
•
唐
衡
在
帝
左
右
、

縦
其
姦
懸
。
海
内
儘
曰
、
「
一
将
軍
死
、
五
将
軍
出
。
」

家
有
数
侯
、
子
弟
列
布
州
郡
、
賓
客
雑
襲
騰
翁
、
上
短
下

長
、
典
梁
翼
同
占
。
到
其
八
年
、
桓
帝
因
日
触
之
愛
、
乃

拝
故
司
徒
韓
寅
為
司
隷
校
尉
、
以
次
誅
組
、
京
都
正
清
。

（
五
行
志
一
）

注
18

其
後
四
侯
轄
横
、
天
下
為
之
語
日
、
「
左
回
天
、
具
獨

坐
、
徐
臥
虎
、
唐
雨
塑
。
」
皆
競
起
第
宅
、
棲
観
牡
麗
、

窮
極
伎
巧
、
金
銀
闊
耗
、
施
於
犬
馬
、
多
取
良
人
美
女
以
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恥
不
得
豫
、

乃

先

自

上

言

、

「

是

附

黛

也

。

又
臣
昔
論
輸
左
校
時
、
太
學
生
張
鳳
等
上
書
訟
臣
、
是
為

黛
人
所
附
也
。
臣
宜
坐
之
。
」
朝
廷
知
而
不
問
、
時
人
以

為
規
賢
。
…
…
（
永
康
元
年
）
其
夏
日
食
、
詔
公
卿
攀
賢
良

方
正
、
下
問
得
失
。
規
封
日
、
「
天
之
於
王
者
、
如
君
之

於
臣
、
父
之
於
子
也
。
誡
以
災
妖
。
使
従
福
祥
。
陛
下
八

年
之
中
、
三
断
大
獄
、
一
除
内
嬰
、
再
誅
外
臣
。
而
災
猶

命
孔
嬉
、

事
起
無
端
、

易
於
覆
手
、
而
露
臣
杜
口
、

莫
肯
正
言
。
伏
願
陛
下
暫
留
聖
明
、

則
前
責
可
弾
、
後
福
必
降
。
」
不
省
。

）
 

往

徒

一

何

用

百

③
⑱
`
 

此
言
一
徒
、
似
斥
桓
帝
、

左
右
前
後
莫
非
刑
人
、
有
同

故
言
寄
一
徒
也
。
且
又
弟
則
廠
謡
、
身
無
嗣
、

非
一
而
何
。
百
黍
車
者
、
乃
國
之
君
。
解
瞭

後
徴
、
斯
数
、
織
以
班
班
、
尤
得
以
類
焉
。

注
21

延
齋
四
年
春
正
月
辛
酉
、
南
宮
嘉
徳
殿
火
。
戊
子
、
丙

署
火
。
大
疫
。
二
月
壬
辰
、
武
庫
火
。
…
…
（
五
月
）
丁
卯
‘

原
陵
長
壽
門
火
。
…
…
（
五
年
春
正
月
）
壬
午
、
南
宮
丙
署

火
。
（
夏
四
月
）
乙
丑
、
恭
陵
東
開
火
。
戊
辰
、
虎
貴
被
門

火
。
…
…
五
月
、
康
陵
園
寝
火
。
…
…
甲
申
、
中
蔵
府
承

（
皇
甫
規

殆
賢
愚
進
退
、
威
刑
所
加
、

・

忠

謀

高

世

、

廠

ナ

正
直
多
怨
、
流
放
家
門
。

至
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祗
署
火
。
秋
七
月
己
未
、
南
宮
承
善
閥
火
。
（
六
年
）
夏
四

月
辛
亥
、
康
陵
東
署
火
。
…
…
秋
七
月
甲
申
、
平
陵
園
寝

火
。
…
…
（
八
年
二
月
）
千
秋
萬
歳
殿
火
。
…
・
・
・
夏
四
月
甲

寅
、
安
陵
園
寝
火
。
…
…
閏
月
甲
午
、
南
宮
長
秋
和
款
殿

後
鉤
楯
・
液
庭
・
朔
平
署
火
。
…
…
十
一
月
壬
子
、
徳
陽

殿
西
閤
・
黄
門
北
寺
火
、
延
及
廣
義
・
神
虎
門
、
燒
殺
人
。

（
桓
帝
紀
）

注
22

「
五
行
志
四
」
で
も
、
「
（
延
齋
）
五
年
五
月
乙
亥
、
京

都
地
震
。
是
時
桓
帝
典
中
常
侍
皐
超
等
謀
誅
除
梁
翼
、
聰

之
、
蚊
使
用
事
専
櫂
。
又
郡
皇
后
本
小
人
、
性
行
無
恒
、

荀
有
顔
色
、
立
以
為
皇
后
。
後
卒
坐
執
左
道
巖
、
以
憂
死
」

と
、
地
震
は
宦
官
及
び
部
皇
后
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

注
23

『
漠
書
』
昭
帝
紀
に
、
「
三
年
以
前
逍
、
更
賦
未
入
者
、

皆
勿
収
」
と
あ
り
、
如
淳
は
「
逍
、
未
出
更
錢
者
也
」
と

注
し
、
辺
境
に
当
た
る
賦
役
を
免
除
し
て
も
ら
う
た
め
の

税
を
納
め
な
い
こ
と
で
あ
る
と
言
う
。
ま
た
、
『
後
漠
書
』

光
武
紀
下
に
、
「
其
口
賦
逍
税
、
而
麿
宅
尤
破
壊
者
、
勿

収
責
」
と
あ
り
、
李
賢
注
に
「
逍
税
、
謂
欠
田
租
也
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
も
、
「
畢
逍
」
は
滞
納
し
た
税
金
を
取
り

立
て
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

注
24

（
九
年
春
正
月
）
己
酉
‘
詔
日
、
「
比
歳
不
登
、
民
多

飢
窮
、
又
有
水
旱
疾
疫
之
困
。
盗
賊
徴
殺
、
南
州
尤
甚
。

央
異
日
食
、
譴
告
累
至
。
政
胤
在
予
、
俯
獲
咎
徴
。
其
令

大
司
農
絶
今
歳
調
度
徴
求
、
及
前
年
所
調
未
畢
者
、
勿
復

収
責
。
其
究
旱
盗
賊
之
郡
、
勿
収
租
、
餘
郡
悉
半
入
。
」

（
桓
帝
紀
）

注
25

延
齋
九
年
、
楷
自
家
詣
関
上
疏
日
、
…
…
案
春
秋
以
来

及
古
帝
王
、
未
有
河
清
及
學
自
壊
者
也
。
臣
以
為
河
者
、

諸
侯
位
也
。
清
者
犀
陽
、
濁
者
扇
陰
。
河
嘗
濁
而
反
清
者
、

陰
欲
為
陽
、
諸
侯
欲
為
帝
也
。
（
裏
楷
偲
）

，
 

注
26

是
時
連
月
火
災
、
諸
宮
寺
或
一
日
再
三
痰
。
又
夜
有
訛
⑱

言
、
撃
鼓
相
驚
。
陳
蕃
・
劉
矩
・
劉
茂
、
上
疏
諌
日
、
「
古
之

火
、
皆
君
弱
臣
強
、
極
陰
之
愛
也
。
前
始
春
而
獄
刑
惨
、

故
火
不
炎
上
。
前
入
春
節
連
寒
、
木
泳
、
暴
風
折
樹
、
又

八
九
州
郡
蚊
言
隕
霜
殺
赦
。
春
秋
、
晉
執
季
孫
行
父
、
木

為
之
泳
。
夫
氣
弘
則
景
星
見
、
化
錯
則
五
星
開
、
日
月
蝕
。

災
為
已
然
、
異
為
方
来
、
恐
卒
有
愛
、
必
於
三
朝
。
唯
善

政
可
以
已
之
。
願
察
臣
前
言
、
不
棄
愚
忠
、
則
元
元
幸
甚
。
」

書
奏
不
省
。
（
『
績
漠
書
』
五
行
志
二
注
引
く
『
哀
山
松

）
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注
27

最
後
の
一
旬
は
、
延
齋
九
年
十
二
月
、
「
司
隷
校
尉
李

脚
等
二
百
餘
人
、
受
匪
為
窯
人
、
蚊
坐
下
獄
、
書
名
王
府
」

（
桓
帝
紀
）
と
の
、
い
わ
ゆ
る
第
一
次
窯
禁
を
意
味
し
て

い
る
と
も
考
え
れ
れ
る
。
ま
た
、
先
に
皇
甫
規
の
と
こ
ろ

で
触
れ
た
よ
う
に
、
李
脚
•
王
暢
•
孔
翔
ら
を
弁
護
を
し

て
奏
上
し
た
が
、
や
は
り
「
省
み
ら
れ
ず
」
（
注
19
参
照
）
、

半
年
後
に
李
脚
ら
が
許
さ
れ
た
の
は
太
尉
陳
蕃
の
力
も
あ

っ
た
が
、
実
際
に
は
「
脚
等
頗
引
宦
官
子
弟
、
宦
官
多
憚
、

請
帝
以
天
時
宜
赦
。
於
是
大
赦
天
下
」
（
黛
錮
列
偲
）
と
、

宦
官
が
自
ら
を
罪
が
暴
か
れ
る
の
を
恐
れ
て
桓
帝
に
願
い

出
た
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
聞
き
入
れ
ら
れ
る

の
は
宦
官
の
言
だ
け
で
、
「
天
下
士
大
夫
皆
高
尚
其
道
（
李

贋
が
免
職
に
な
っ
て
郷
里
に
帰
り
隠
居
し
た
こ
と
）
、
而

汗
織
朝
廷
」
（
同
上
）
に
至
っ
た
こ
と
を
も
告
げ
よ
う
と

し
て
い
る
か
。

注
28

注
1
参
照
。

注
29

延
壽
欲
更
改
之
、
教
以
證
譲
、
恐
百
姓
不
従
、
乃
歴
召

郡
中
長
老
為
郷
里
所
信
向
者
数
十
人
、
設
酒
具
食
、
親
典

相
封
、
接
以
祠
意
、
人
人
問
以
謡
俗
、
民
所
疾
苦
。
為
陳

和
睦
親
愛
錯
除
怨
咎
之
路
。
【
顔
師
古
注
】
謡
俗
、
謂
閻

里
歌
謡
、
政
教
善
悪
也
。
（
『
漠
書
』
韓
延
壽
偲
）
、
光

和
五
年
、
詔
公
卿
以
謡
言
攀
刺
子
二
千
石
為
民
露
害
者
。

【
李
賢
注
】
謡
言
、
謂
聴
百
姓
風
謡
善
悪
而
謡
捗
之
也
。

0g) 

（
『
後
漠
書
』
劉
陶
博
）
、
三
公
聴
採
長
吏
戚
否
、
人
所
疾

苦
、
條
奏
之
。
（
『
後
漢
書
』
禁
畠
偲
注
引
く
應
勁
『
漢

官
儀
』
）
な
ど
。


