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元
朔
七
年
（
前
―
二
）
、
長
男
不
害
（
庶
子
）
の
子
建
の
訴
え

に
よ
っ
て
謀
反
が
発
覚
し
、
自
害
す
る
に
至
っ
た
淮
南
王
劉
安
（
注
l
)

は
、
一
方
で
死
ん
だ
の
で
は
な
く
、
か
ね
て
よ
り
製
作
中
で
あ
っ

た
仙
薬
が
完
成
し
、
実
は
登
仙
し
て
い
た
の
だ
と
い
う
逸
話
が
あ

る
。
こ
の
劉
安
の
登
仙
諄
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
生
ま
れ
、
そ
れ

は
劉
安
の
生
前
を
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
せ
た
も
の
だ
っ
た
の
か
。

ま
た
何
故
一
地
方
諸
侯
王
の
死
が
こ
こ
ま
で
潤
色
さ
れ
、
さ
ら
に

そ
れ
が
伝
播
し
て
メ
ジ
ャ
ー
な
伝
説
と
な
り
得
た
の
か
。
そ
こ
に

は
当
然
劉
安
登
仙
と
い
う
逸
話
が
信
憑
性
あ
る
も
の
と
し
て
受
け

入
れ
ら
れ
る
文
化
的
土
壌
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
な
し
に

は
こ
の
逸
話
が
伝
播
し
て
伝
説
と
な
る
こ
と
は
あ
り
得
ま
い
。
加

え
て
、
後
世
こ
の
伝
説
は
ど
の
よ
う
に
脚
色
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
。

登
仙
伝
説
を
単
な
る
劉
安
没
後
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
処
理
す
る

は
じ
め
に

劉
安
登
仙
伝
説
の
成
立
と
伝
播

中
国
研
究
集
刊
金
号
（
総
四
十
六
号
）
平
成
二
十
年
六
月
一
ー
一
八
頁

第
1
章
劉
安
登
仙
伝
説
の
成
立
と
伝
播

に
は
、
あ
ま
り
に
多
く
の
示
唆
を
内
包
し
て
い
る
。

こ
の
問
題
に
関
し
て
は
既
に
金
谷
治
氏
の
『
老
荘
的
世
界
ー
淮

南
子
の
思
想
』
第
一
部
第
2
章
「
仙
人
に
な
っ
た
淮
南
王
」
（
注
2
)

、

ま
た
小
南
一
郎
氏
の
「
魏
晋
時
代
の
神
仙
思
想
ー
神
仙
伝
を
中
心

に
し
て
ー
（
注
3
)
」
で
論
及
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
成

果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
問
題
点
の
整
理
と
補
完
を
行
い
た
い
。
ま
ず

第
1
章
で
劉
安
登
仙
伝
説
に
言
及
す
る
資
料
を
整
理
・
検
証
し
て
、

そ
の
成
立
と
伝
播
の
時
期
に
つ
い
て
考
証
す
る
。
続
く
第
2
章
で

は
、
伝
播
を
可
能
に
し
た
文
化
的
土
壌
に
つ
い
て
、
『
淮
南
万
畢
術
』

を
用
い
て
論
述
を
試
み
る
。
そ
し
て
第
3
章
に
お
い
て
、
伝
説
の

完
成
型
『
神
仙
伝
』
劉
安
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
か
ら
い
く
つ
か

の
問
題
点
を
提
示
す
る
。
最
後
に
同
様
の
伝
説
を
多
く
持
つ
漢
の

武
帝
に
つ
い
て
も
簡
単
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。

有

馬

卓

也
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劉
安
登
仙
を
伝
え
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
金
谷
氏
が
既
に
紹
介

を
終
え
て
い
る
が
、
改
め
て
成
立
と
伝
播
の
確
認
を
行
っ
て
お
き

た
い
。い

く
つ
か
の
典
籍
に
劉
安
伝
説
は
記
載
さ
れ
る
が
、
早
い
段
階

で
そ
の
伝
説
に
言
及
し
て
い
る
の
が
後
漢
初
期
の
王
充
『
論
衡
』

道
虚
篇
、
及
び
中
期
の
応
励
『
風
俗
通
義
』
正
失
篇
、
及
び
漢
の

劉
飲
が
書
き
東
晋
の
葛
洪
が
編
集
し
た
と
さ
れ
る
『
西
京
雑
記

（注
4
)

』
巻
上
で
あ
る
。
以
下
、
順
を
追
っ
て
こ
れ
ら
の
記
述
を
検

証
す
る
。

『
論
衡
』
道
虚
篇
に
劉
安
登
仙
の
真
偽
を
問
う
文
が
存
す
る
こ

と
か
ら
、
遅
く
と
も
後
漢
初
期
に
は
劉
安
登
仙
伝
説
が
存
在
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
王
充
は
『
論
衡
』
に
お
い
て
当
時
の
通
念
・

迷
信
・
俗
説
を
批
判
攻
撃
す
る
が
、
こ
の
こ
と
は
逆
に
批
判
の
俎

上
に
あ
げ
ら
れ
た
も
の
が
、
当
時
か
な
り
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
考
え
方

で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
れ
は
劉
安
伝
説
が
、
当
時

か
な
り
広
い
範
囲
で
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
資
料
と
も
な
ろ

う
。
ま
ず
冒
頭
で
伝
説
の
内
容
を
提
示
し
て
い
る
。

「
儒
書
に
言
ふ
「
淮
南
王
、
道
を
学
び
、
天
下
有
道
の
人
を
招

会
し
、
一
国
の
尊
を
傾
け
、
道
術
の
士
に
下
る
。
是
を
以
て
道

術
の
士
、
並
び
に
淮
南
に
会
し
、
奇
方
異
術
、
争
ひ
出
で
ざ
る

は
な
し
。
王
遂
に
道
を
得
、
家
を
挙
げ
て
天
に
升
る
。
畜
産
も

皆
仙
と
為
り
、
犬
は
天
上
に
吠
え
、
維
は
雲
中
に
鳴
く
」
と
。

此
れ
仙
薬
に
余
あ
り
て
、
犬
維
の
之
を
食
ひ
、
井
び
に
王
に
随

ひ
て
天
に
升
る
を
言
ふ
な
り
。
道
を
好
み
仙
を
学
ぶ
の
人
、
皆

之
を
然
り
と
謂
ふ
も
、
此
れ
虚
言
な
り
」
（
『
論
衡
』
道
虚
篇
）

冒
頭
の
儒
書
が
具
体
的
に
何
を
さ
す
の
か
は
わ
か
ら
な
い
和
5
)

が
、
当
時
劉
安
登
仙
諄
が
文
章
と
し
て
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
疑

い
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
以
下
の
三
点
に
つ
い
て
疑
義
を
唱
え
て
い

る。
①
す
べ
て
の
生
き
物
は
必
ず
死
ぬ
の
だ
か
ら
、
人
間
が
不
老
不

死
の
仙
人
に
な
れ
る
わ
け
が
な
い
。

②
人
間
に
は
羽
が
な
い
の
だ
か
ら
天
に
昇
れ
る
わ
け
が
な
い
。

仮
に
羽
が
あ
っ
た
と
し
て
も
鳥
で
す
ら
天
ま
で
飛
ぶ
こ
と
は

で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
人
間
が
昇
天
す
る
な
ど
不
可
能
で
あ

る。

③
昇
天
す
る
な
ら
ば
天
門
の
あ
る
西
北
の
毘
裔
山
よ
り
昇
る
は

ず
だ
が
、
劉
安
が
毘
裔
へ
行
っ
た
と
い
う
記
述
な
ど
な
い
。

興
味
深
い
の
は
三
点
目
で
あ
ろ
う
。
毘
裔
山
に
つ
い
て
は
金
谷

氏
も
『
淮
南
子
』
の
い
く
つ
か
の
篇
を
引
用
し
て
言
及
し
て
い
る

が
、
こ
れ
は
当
時
の
画
像
資
料
の
示
す
所
で
も
あ
り
、
こ
れ
に
つ

い
て
は
曽
布
川
寛
氏
が
「
罠
裔
山
と
昇
仙
図
（
注
6
)
」
の
中
で
詳
細

に
論
じ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
談
天
•
死
偽
・
書
解
の
諸
篇
に
も
劉
安
の
名
は
見
ら
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れ
る
（
注
7
)
が
、
こ
こ
で
は
劉
安
登
仙
輝
の
存
在
の
確
認
に
止
め
、

劉
安
登
仙
輝
が
既
に
伝
説
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
確
実
な
資

料
が
こ
の
『
論
衡
』
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
と
ど

め
る
。次

に
『
風
俗
通
義
』
正
失
篇
の
記
述
を
確
認
し
て
お
く
。

「
俗
説
に
「
淮
南
王
安
、
賓
客
方
術
の
士
数
千
人
を
招
致
し
、

『
鴻
宝
』
・
『
苑
秘
』
・
枕
中
の
書
を
作
り
、
黄
白
を
鋳
成
し
、

白
日
天
に
升
る
」
と
。
謹
ん
で
按
ず
る
に
、
『
漢
書
』
に
「
淮
南

王
安
は
、
天
資
弁
博
に
し
て
、
善
く
文
辞
を
為
す
。
孝
武
、
以

て
諸
父
に
属
し
、
甚
だ
之
を
尊
ぶ
。
方
伎
怪
迂
の
人
を
招
募
し
、

神
仙
黄
白
の
事
を
述
ぶ
。
…
…
安
は
自
殺
し
、
太
子
と
諸
の
与

に
謀
る
所
、
皆
収
夷
せ
ら
れ
、
国
除
か
れ
九
江
郡
と
為
る
」
と
。

自
ら
白
刃
に
伏
し
て
衆
と
之
を
粟
つ
。
安
ぞ
其
の
能
く
神
仙
た

る
こ
と
在
ら
ん
や
。
安
の
養
ふ
所
の
士
、
或
は
頗
る
漏
亡
し
て

其
の
此
の
如
く
な
る
を
恥
ぢ
‘
因
り
て
詐
説
を
飾
り
て
、
後
人

吠
声
し
て
、
遂
に
伝
の
行
は
る
る
の
み
」

こ
こ
で
も
劉
安
の
白
日
升
天
が
俗
説
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を

明
言
し
て
い
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
末
尾
部
の
伝
説
が
生
じ
た
理

由
を
論
じ
る
一
文
で
あ
ろ
う
。
劉
安
が
養
っ
て
い
た
方
士
が
、
劉

安
が
自
殺
し
て
死
ん
だ
と
い
う
結
末
を
恥
じ
て
、
実
は
登
仙
し
た

の
だ
と
い
う
噂
を
広
め
た
に
す
ぎ
な
い
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
劉

安
登
仙
靡
の
発
生
自
体
は
、
こ
の
記
述
が
示
す
所
が
妥
当
な
所
で

あ
ろ
う
。
金
谷
氏
も
こ
の
点
に
つ
い
て
は
「
淮
南
王
に
ま
つ
わ
る

盛
ん
な
神
仙
伝
説
が
、
そ
も
そ
も
、
こ
れ
ら
の
方
士
た
ち
、
あ
る

い
は
そ
の
後
継
者
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
と
み
て
、
ま
ず
誤
り

は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

一
方
、
前
漢
末
の
劉
欽
の
作
と
さ
れ
る
『
西
京
雑
記
』
巻
上
に
は

「
（
鞠
道
龍
）
又
説
く
「
淮
南
王
、
方
士
を
好
む
。
方
士
皆
術
を

つ
ま

以
て
見
ゆ
。
遂
に
地
に
画
し
て
江
河
を
成
し
、
土
を
撮
み
て
山

巌
を
為
り
、
嘘
吸
し
て
寒
暑
を
為
り
、
噴
嗽
し
て
雨
霧
を
為
る

つ
ひ

も
の
あ
り
。
王
卒
に
諸
方
士
と
倶
に
去
る
」
と
」

つ
ひ

と
あ
り
、
こ
の
文
の
末
尾
に
は
「
王
卒
に
諸
方
士
と
倶
に
去
る
」

と
あ
っ
て
、
は
っ
き
り
と
劉
安
が
方
士
た
ち
の
助
力
に
よ
っ
て
登

仙
（
去
）
し
た
と
あ
る
。
も
し
こ
の
部
分
が
劉
飲
の
手
に
よ
る
も

の
で
あ
る
な
ら
ば
、
登
仙
伝
説
は
前
漢
末
に
は
存
在
し
て
い
た
こ

と
に
な
る
が
、
本
書
の
成
立
事
情
を
考
え
る
と
断
定
は
し
難
い
。

つ
ま

し
か
も
中
ほ
ど
の
「
地
に
画
し
て
江
河
を
成
し
、
土
を
撮
み
て
山

巌
を
為
り
、
嘘
吸
し
て
寒
暑
を
為
り
、
噴
嗽
し
て
雨
霧
を
為
る
も

の
あ
り
」
は
慈
洪
の
『
神
仙
伝
』
に
神
仙
と
し
て
登
場
す
る
八
公

の
一
人
目
の
能
力
と
合
致
し
て
お
り
、
む
し
ろ
『
神
仙
伝
』
に
近

い
資
料
と
し
て
考
え
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
信
憑
性
の
高
い
『
風
俗
通
義
』
も
方
士
に
は
言
及
し

て
お
り
、
劉
安
登
仙
諄
の
発
生
要
因
と
し
て
、
こ
の
方
士
の
存
在

は
否
定
で
き
な
い
。
事
実
、
劉
安
は
全
国
か
ら
学
者
や
方
士
た
ち

(3) 



を
淮
南
王
国
に
招
致
し
て
い
た
。

「
賓
客
方
術
の
士
数
千
人
を
招
致
し
、
…
…
」
（
『
漢
書
』
劉
安
伝
）

「
淮
南
王
安
も
亦
書
を
好
む
。
招
致
す
る
所
は
、
浮
弁
多
し
」

（
『
漢
書
』
景
十
三
王
伝
）

「
淮
南
王
安
、
博
雅
に
し
て
古
を
好
み
、
天
下
俊
傑
の
士
を
招

懐
す
」
（
『
楚
辞
』
招
隠
士
・
王
逸
序
）

「
天
下
の
方
術
の
士
、
多
く
往
き
て
焉
に
帰
す
」
（
『
淮
南
子
』

高
誘
序
）

た
だ
し
『
史
記
』
に
は
こ
れ
に
関
す
る
記
載
が
な
く
、
班
固
は

王
充
と
同
時
代
、
王
逸
は
後
漢
中
期
、
高
誘
は
後
漢
末
の
人
で
あ

る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
い
ず
れ
も
伝
説
成
立
後
の
も
の
で

あ
る
か
ら
、
「
天
下
」
「
数
千
」
と
い
う
記
述
に
脚
色
が
加
わ
っ
て

い
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
し
か
し
『
淮
南
子
』
と
い
う
著
作

の
存
在
か
ら
考
え
れ
ば
数
多
く
の
学
者
や
方
士
た
ち
が
淮
南
の
地

に
集
ま
っ
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
も
な
く
、
そ
の
中
に
山
東
の
方
士

も
数
多
く
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
想
像
す
る
に
難
く
な
い
。
そ
れ

は
前
漢
昭
帝
期
の
『
塩
鉄
論
』
の
次
の
資
料
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。「

淮
南
・
衡
山
文
学
を
修
め
、
四
方
の
遊
士
を
招
き
、

儒
・
墨
、
咸
江
・
淮
の
間
に
緊
ま
り
、
講
義
集
論
し
、

篇
を
著
す
」
（
『
塩
鉄
論
』
堤
錯
）

こ
こ
に
は
山
東
の
儒
・
墨
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、

山
東
の

書
数
十

方
士
の

流
入
も
思
わ
せ
る
の
に
充
分
で
あ
ろ
う
。
こ
の
山
東
省
の
方
士
集

団
こ
そ
は
、
秦
代
に
お
い
て
は
不
老
不
死
を
以
て
始
皇
帝
を
た
ば

か
り
、
漢
代
に
お
い
て
は
劉
安
と
時
を
同
じ
く
す
る
武
帝
を
登
仙

へ
と
導
か
ん
と
し
た
グ
ル
ー
プ
の
中
心
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
伝
説
の
主
人
公
で
あ
る
劉
安
自
身
は
、
神
仙
・
黄
白
の

術
に
関
心
を
抱
き
、
八
公
と
呼
ば
れ
る
グ
ル
ー
プ
を
率
い
て
い
た
。

八
公
に
つ
い
て
は
、

「
安
、
士
を
養
ふ
こ
と
数
千
。
高
オ
の
者
八
人
あ
り
。
蘇
非
・

李
尚
·
左
呉
•
陳
由
・
伍
被
•
毛
周
•
雷
被
．
晋
昌
。
号
し
て

八
公
と
日
ふ
」
（
『
史
記
』
劉
安
伝
『
索
隠
』
所
収
『
淮
南
』
要

略
（
注
8
)）

「
遂
に
蘇
非
•
李
尚
·
左
呉
•
田
由
•
雷
被
•
毛
被
•
伍
被
•

晋
昌
等
八
人
、
及
び
諸
儒
大
山
小
山
の
徒
と
、
共
に
道
徳
を
講

論
し
、
仁
義
を
総
統
し
て
、
此
の
書
を
著
は
す
」
（
『
淮
南
子
』

高
誘
序
）

と
二
種
の
記
述
が
あ
り
、
両
方
と
も
八
公
を
方
術
の
士
と
は
明
言

し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
伍
被
に
つ
い
て
は
『
漢
書
』
に
伝
が
あ
り
、

そ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
伍
被
は
決
し
て
方
術
の
士
で
は
な
い
（
注
9
)
0

し
か
し
後
に
『
神
仙
伝
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
仙
人
・
方

士
の
集
団
と
し
て
脚
色
さ
れ
る
素
地
は
十
分
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
『
論
衡
』
談
天
篇
に
は

「
淮
南
王
劉
安
、
術
士
の
伍
被
・
左
呉
の
翡
を
召
し
、
宮
殿
に

(4) 



充
満
せ
し
め
、
道
術
の
書
を
作
り
、
天
下
の
事
を
論
ぜ
し
め
、

…
…
」
（
『
論
衡
』
談
天
）

と
あ
り
、
伍
被
と
左
呉
を
術
士
と
明
記
し
て
い
る
。
劉
安
登
仙
諄

の
伝
播
に
と
も
な
っ
て
、
八
公
の
脚
色
も
進
行
し
て
い
っ
た
と
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
淮
南
の
方
士
た
ち
は
、
と
う
と
う
淮
南
王

を
仙
人
に
作
り
あ
げ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
王
の
死
後
の
こ
と
で

あ
る
」
と
金
谷
氏
が
断
言
す
る
こ
と
に
疑
う
余
地
は
あ
る
ま
い
。

そ
し
て
劉
安
の
死
後
、
彼
の
も
と
に
集
ま
っ
て
い
た
方
士
た
ち
が

武
帝
の
も
と
へ
移
っ
て
い
っ
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
ろ
う
。

さ
て
、
伝
説
は
発
信
源
の
確
認
だ
け
で
は
説
明
を
終
え
た
こ
と

に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
成
立
し
た
逸
話
を
伝
播
さ
せ
た
文
化
的
土

壌
の
説
明
が
不
可
欠
で
あ
る
。
で
は
、
劉
安
伝
説
を
と
り
ま
く
環

境
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
金
谷
氏
は
こ
の

問
題
に
つ
い
て

「
（
淮
南
王
の
神
仙
説
話
が
）
広
い
流
伝
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
や
は
り
王
の
最
後
に
対
す
る
一
般
の
同
情
に
よ
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
増
大
す
る
中
央
権
力
の
ま
え
に
、
は
か
な
く
も
犠

牲
と
な
っ
た
好
文
の
王
の
生
涯
は
、
民
衆
に
と
っ
て
は
、
何
か

そ
の
ま
ま
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
」

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
「
王
の
最
後
に
対
す
る
一
般
の
同
情
」

と
い
う
説
明
だ
け
で
は
伝
播
の
根
拠
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
氏
は
こ
の
件
に
関
連
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
古
代
神
話
の
資
料
は
き
わ
め
て
乏
し
い
が
、
そ
の
乏
し
い
な

か
の
貴
重
な
書
物
は
、
こ
の
『
淮
南
子
』
の
ほ
か
で
は
、
『
山
海

経
』
と
『
楚
辞
』
の
天
問
篇
で
あ
る
。
そ
し
て
、
成
立
事
情
の

は
っ
き
り
し
な
い
『
山
海
経
』
は
と
も
か
く
と
し
て
『
楚
辞
』

と
『
淮
南
子
』
と
が
そ
の
ふ
る
さ
と
を
ひ
と
し
く
す
る
と
い
う

の
は
、
は
な
は
だ
興
味
深
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
•
•
…
•
そ
れ
に
し

て
も
多
く
の
神
話
を
と
り
あ
げ
る
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
だ
け
の

背
景
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
『
楚
辞
』
と
『
淮
南
子
』

と
の
世
界
を
つ
ら
ぬ
く
性
格
、
巫
風
が
盛
ん
だ
と
い
わ
れ
る
よ

う
な
、
楚
の
地
方
の
風
土
的
性
格
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
」

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
楚
の
巫
風
と
い
う
性
質
で
あ
る
。
劉

安
が
屈
原
及
び
楚
辞
に
造
詣
が
深
く
、
武
帝
の
求
め
に
応
じ
て
「
離

騒
伝
」
を
記
し
た
こ
と
は
『
史
』
『
漢
』
の
本
伝
に
も
載
せ
る
史
実

で
あ
り
、
そ
の
方
面
の
劉
安
の
評
価
は
『
文
心
離
龍
』
弁
騒
篇
の

「
昔
、
漢
武
騒
を
愛
し
て
、
淮
南
伝
を
作
る
」
と
い
う
文
か
ら
も

理
解
で
き
る
。
ま
た
劉
安
の
下
に
は
楚
辞
の
名
手
た
ち
も
集
っ
て

い
た
。
そ
の
成
果
が
『
楚
辞
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
招
隠
士
」

で
あ
り
、
淮
南
小
山
の
作
と
さ
れ
る
こ
の
作
品
は
、
屈
原
を
山
中

の
人
、
神
仙
に
な
ぞ
ら
え
て
、
招
き
返
そ
う
と
い
う
構
想
の
賦
で

あ
る
が
、
屈
原
を
示
す
と
さ
れ
る
「
王
孫
」
を
、
劉
安
で
あ
る
と

す
る
説
も
存
す
る
。
「
王
孫
」
が
誰
を
示
す
か
は
と
も
か
く
、
淮
南
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本
章
で
は
劉
安
登
仙
諏
の
伝
播
を
可
能
に
し
た
文
化
的
土
壌
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
た
だ
し
、
先
に
言
及
し
た
楚
文
化
の
「
巫

風
」
と
劉
安
登
仙
の
伝
播
と
を
直
接
関
連
づ
け
る
資
料
の
提
示
は

不
可
能
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
状
況
を
示
す
当
時
の

資
料
の
提
示
に
つ
と
め
た
い
。

『
史
記
』
封
禅
書
や
『
漢
書
』
郊
祀
志
な
ど
を
ひ
も
と
け
ば
、

武
帝
を
神
仙
（
不
老
不
死
）
を
以
て
た
ば
か
っ
た
方
士
た
ち
の
記

述
が
あ
り
、
ま
た
『
漢
書
』
五
行
志
に
は
災
異
の
因
果
を
論
証
す

る
膠
し
い
用
例
が
示
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
雰
囲
気
を
推
し
量
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
登
仙
に
奔
走
す
る
皇
帝
の
姿
が
思
潮

を
形
成
し
、
そ
こ
か
ら
一
足
先
に
登
仙
し
た
劉
安
の
例
が
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
伝
播
し
て
い
っ
た
と
い
う
見
方
を
容
易
に
想
起
さ

せ
る
。
そ
の
一
方
で
、
『
淮
南
子
』
に
は

「
非
、
不
死
の
薬
を
西
王
母
に
請
ひ
し
に
、
恒
蛾
、
窃
み
て
以

第
2
章

伝
播
を
可
能
に
し
た
文
化
的
土
壌

王
国
に
お
け
る
楚
辞
文
学
を
め
ぐ
る
文
化
的
状
況
を
垣
間
見
る
こ

と
の
で
き
る
資
料
と
言
え
よ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
劉
安
と
屈
原
と
の
関
わ
り
こ
そ
は
、
先
の
資
料

で
金
谷
氏
が
『
楚
辞
』
と
『
淮
南
子
』
と
を
「
巫
風
」
と
い
う
性

格
で
結
び
つ
け
て
い
た
こ
と
と
大
き
く
関
わ
っ
て
こ
よ
う
（
注
l
o
)
0

以
て
之
に
続
く
こ

う
し
な

て
月
に
奔
り
、
恨
然
と
し
て
喪
ふ
あ
り
て
、

と
な
き
が
ご
と
し
」
（
覧
冥
訓
）

と
あ
っ
て
、
「
婦
蛾
奔
月
」
伝
説
の
中
に
不
死
の
薬
を
持
つ
西
王
母

が
既
に
描
か
れ
て
お
り
、
劉
安
の
段
階
で
後
に
道
教
に
取
り
入
れ

ら
れ
体
系
化
さ
れ
る
西
王
母
を
中
心
と
す
る
不
老
不
死
に
ま
つ
わ

る
伝
説
の
萌
芽
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
な
ど
は
民
間
レ
ベ
ル
で
の

伝
承
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
は
後
者
の
民
間
レ
ベ
ル
の
文
化
を
も
う
少
し
詳
し
く
探

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
文
化
的
土
壌
の
理
解
を
試
み
る
。
な
ぜ

な
ら
文
化
、
特
に
「
劉
安
が
登
仙
し
た
」
な
ど
と
い
う
流
伝
の
担

い
手
の
ほ
と
ん
ど
は
民
間
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
定
で
き
る
か
ら
で

あ
る
（
注
l
l
)
0

さ
て
、
民
間
レ
ベ
ル
の
文
化
と
言
う
場
合
、
た
と
え
ば
『
漢
書
』

五
行
志
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
国
家
・
政
治
・
思
想
レ
ベ
ル
で
文
化

的
土
壌
と
言
え
る
天
人
相
関
説
な
ど
で
は
な
く
、
生
活
・
家
庭
レ

ベ
ル
で
の
民
間
信
仰
、
た
と
え
ば
馬
王
堆
出
土
の
非
衣
に
描
か
れ

た
墓
主
人
の
昇
仙
図
の
ほ
か
、
辟
穀
や
導
引
、
そ
し
て
鼈
信
仰
・

鬼
神
信
仰
・
呪
術
な
ど
の
類
を
こ
こ
で
は
想
定
し
て
い
る
。
た
だ

し
、
民
間
レ
ベ
ル
の
も
の
は
記
録
さ
れ
る
こ
と
が
希
で
あ
り
、
一

つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
捉
え
難
い
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
―
つ
の

試
み
と
し
て
、
『
淮
南
萬
畢
術
』
に
記
さ
れ
た
迷
信
・
俗
説
を
手
掛

か
り
に
考
え
て
い
く
。
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劉
安
は
当
時
の
学
者
た
ち
を
集
め
て
『
淮
南
子
（
内
書
）
』
を
編

纂
し
た
。
が
、
そ
の
一
方
で
『
漢
書
』
芸
文
志
に
は
『
淮
南
外
（
外

書
）
』
『
中
篇
（
中
書
）
』
、
『
漢
書
』
楚
元
王
伝
に
は
『
鴻
宝
』
『
苑

秘
書
』
の
名
が
あ
り
、
ま
た
『
史
記
』
亀
英
列
伝
に
は
『
万
畢
石

朱
方
』
の
名
が
あ
る
。
さ
ら
に
『
神
仙
伝
』
に
は
「
『
中
篇
』
八
章

は
神
仙
・
黄
白
の
事
を
言
ひ
、
名
づ
け
て
『
鴻
宝
』
と
為
す
。
『
万

畢
』
三
章
は
変
化
の
道
を
論
ず
」
と
あ
る
。
そ
し
て
『
隋
書
』
経

籍
志
に
は
『
淮
南
萬
畢
経
』
『
淮
南
変
化
術
』
が
あ
る
。
以
上
に
つ

い
て
は
胡
適
『
淮
南
王
書
（
注
12)
』
・
金
谷
治
『
淮
南
子
の
思
想
』
の

中
で
も
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
両
氏
と
も
に
『
淮
南
萬
畢
術
』

を
神
仙
・
黄
白
の
事
を
記
し
た
『
中
書
』
を
源
と
し
た
も
の
と
結

論
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
王
利
器
氏
は
『
風
俗
通
義
校

注
（
注
13)
』
正
失
篇
の
「
淮
南
王
安
神
仙
」
の
注
の
中
で
、

「
器
案
ず
る
に
、
『
史
記
』
亀
策
列
伝
に
「
猪
先
生
日
く
「
臣
、

郎
た
り
し
時
、
『
萬
畢
石
朱
方
』
を
見
る
。
伝
に
日
く
「
神
亀
あ

り
、
江
南
の
嘉
林
の
中
に
在
り
（
注
14)
」
と
」
と
。
『
索
隠
』
に
「
按

ず
る
に
『
萬
畢
術
』
の
中
に
『
石
朱
方
』
あ
り
。
方
に
「
嘉
林

中
」
を
説
く
に
中
る
が
故
に
「
伝
に
日
く
」
と
云
ふ
」
と
」
と
。

此
れ
『
萬
畢
術
』
の
最
も
早
く
漢
人
の
著
作
中
に
見
ゆ
る
者
た

り
。
『
拾
遺
記
』
癖
綺
録
に
日
く
「
『
淮
南
子
』
に
云
ふ
「
電
を

含
み
火
を
吐
く
の
術
は
、
萬
畢
の
家
よ
り
出
づ
」
と
」
と
。
此

よ
り
以
後
、
著
録
に
見
ゆ
る
者
は
、
『
隋
』
志
に
『
淮
南
萬
畢
経
』

『
淮
南
変
化
術
』
二
書
あ
り
。
両
『
唐
』
志
は
『
淮
南
萬
畢
術
』

ひ
そ
か

は
あ
る
も
、
『
苑
秘
書
』
は
俄
に
空
く
。
窃
に
疑
ふ
ら
く
は
『
萬

畢
術
』
は
即
ち
『
苑
秘
書
』
な
ら
ん
。
苑
秘
と
は
其
の
神
秘
の

苑
園
た
る
を
言
ひ
、
萬
畢
と
は
其
の
万
有
の
網
羅
た
る
を
言
ふ
。

義
を
為
す
に
既
に
同
じ
。
音
も
亦
相
近
き
な
り
」

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
結
論
を
出
す
の
は
難
し
い
が
、
い
ず
れ

に
せ
よ
現
『
淮
南
萬
畢
術
』
は
劉
安
が
編
纂
し
た
書
物
の
形
を
残

す
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
（
注
15)0

本
書
に
直
接
登
仙
を
想
起
さ
せ
る
記
述
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
は

既
に
金
谷
氏
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
本
書
（
注
16)

に
は
「
梧
木
、

雲
を
成
す
（
桐
木
、
雲
を
成
す
。
梧
木
を
取
り
て
十
碩
の
瓦
嬰
の

中
に
置
く
。
気
尽
き
れ
ば
則
ち
雲
を
出
だ
す
。
十
石
の
瓦
嬰
を
取

り
て
、
水
を
中
に
満
た
す
。
桐
を
嬰
中
に
置
き
て
、
之
に
蓋
す
。

お
こ

三
四
日
に
し
て
、
気
、
雲
の
如
く
作
る
）
」
「
疾
風
を
致
さ
ん
と
欲

せ
ば
、
雛
の
羽
を
焚
く
」
「
曾
青
十
斤
を
取
り
て
、
之
を
焼
き
、
水

を
以
て
其
の
地
に
灌
げ
ば
、
雲
の
起
る
こ
と
山
雲
の
如
し
」
と
い

っ
た
自
然
現
象
に
関
わ
る
も
の
や
、
「
帰
終
は
来
を
知
り
、
狸
狸
は

往
を
知
る
（
帰
終
．
狸
狸
は
、
並
び
に
神
獣
な
り
）
」
「
千
歳
の
羊

肝
は
、
化
し
て
地
宰
と
為
る
」
「
犀
角
は
狐
を
驚
か
す
（
犀
角
も
て

狐
穴
の
中
に
置
け
ば
、
狐
帰
ら
ず
）
」
「
蟹
を
焼
き
て
鼠
を
致
す
」

と
い
っ
た
博
物
的
な
も
の
、
「
蛇
の
故
な
く
し
て
君
室
に
闘
へ
ば
、

後
必
ず
争
ひ
立
つ
。
小
死
せ
ば
小
は
大
に
勝
た
ず
、
大
死
せ
ば
大
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は
小
に
勝
た
ず
、
小
大
皆
に
死
せ
ば
皆
に
立
た
ざ
る
な
り
」
と
い

っ
た
予
言
め
い
た
も
の
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
迷
信
・
俗
説
が
見
ら

れ
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
も
う
少
し
視
野
を
広
げ
て
劉
安
登
仙

伝
説
に
関
わ
る
も
の
を
検
討
し
、
文
化
的
土
壌
の
一
端
を
羅
列
的

で
は
あ
る
が
示
し
て
み
た
い
。

ま
ず
『
史
記
』
武
帝
本
紀
に
も
記
述
の
見
え
る
鼈
信
仰
（
注
17)
を

示
す
も
の
と
し
て
次
の
よ
う
な
文
が
見
ら
れ
る
。

「
鼈
神
は
晦
日
天
に
帰
り
て
人
の
罪
を
白
す
」

と
と
の

「
髪
を
鼈
の
前
に
理
ふ
れ
ば
、
婦
安
く
夫
家
に
あ
り
」

「
爾
の
士
あ
れ
ば
、
故
郷
を
思
は
ず
（
鼈
の
前
の
三
寸
方
半
寸

を
取
り
て
、
中
の
土
を
取
り
、
之
を
持
ち
て
遠
く
に
出
づ
れ
ば
、

人
を
し
て
故
郷
を
思
は
ざ
ら
し
む
）
」

鼈
神
が
月
末
に
そ
の
家
の
罪
を
天
に
報
告
す
る
と
い
う
オ
ー
ソ

ド
ッ
ク
ス
な
記
述
の
ほ
か
、
呪
術
的
な
「
髪
を
鼈
の
前
に
理
え
る
」

「
鼈
の
土
を
身
に
つ
け
る
」
と
い
っ
た
行
為
の
効
果
が
記
さ
れ
て

い
る
。
呪
術
的
な
方
面
に
つ
い
て
は
、
武
帝
期
に
も
后
の
陳
阿
嬌

（
景
帝
の
姉
館
陶
長
公
主
の
娘
）
が
巫
盛
の
術
で
衛
夫
人
に
呪
い

を
か
け
た
事
が
発
覚
し
廃
位
さ
れ
た
り
、
そ
の
後
后
位
に
就
い
た

衛
子
夫
と
の
間
に
で
き
た
太
子
劉
拠
も
武
帝
の
最
晩
年
に
宮
中
に

て
武
帝
を
呪
っ
た
と
の
風
評
が
立
ち
自
殺
す
る
と
い
う
所
謂
巫
盛

の
獄
が
あ
っ
た
り
し
て
お
り
、
こ
の
類
の
も
の
は
民
間
レ
ベ
ル
に

も
相
当
浸
透
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
以
下
の
記
述
な

ど
は
、
ま
さ
に
そ
の
例
で
あ
ろ
う
。

「
赤
布
、
戸
に
在
れ
ば
、
婦
人
流
連
す
（
婦
人
の
月
事
の
布
を

取
り
て
、
七
月
七
日
に
焼
き
て
灰
と
為
し
、
楯
の
上
に
置
か
ば
、

即
ち
復
た
去
ら
ず
。
婦
人
を
し
て
知
ら
し
む
る
こ
と
勿
れ
）
」

よ

く

い

「
門
冬
•
赤
黍

•
i意
政
を
丸
と
為
せ
ば
、
婦
人
を
し
て
妬
せ
ざ

ら
し
む
」

お
の

「
馬
毛
・
犬
尾
は
、
親
友
自
ず
か
ら
絶
す
（
馬
毛
・
犬
尾
を
取

り
て
、
朋
友
の
衣
の
中
、
若
し
く
は
夫
婦
の
衣
の
中
に
置
く
。

自
ず
か
ら
相
憎
む
）
」

使
用
す
る
ア
イ
テ
ム
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
も
の
の
、
「
女
性
を
留

め
る
」
「
女
性
に
嫉
妬
心
を
お
こ
さ
せ
な
い
」
「
人
を
仲
違
い
さ
せ

る
」
と
い
っ
た
悪
質
な
も
の
か
ら
、
男
女
の
性
的
関
係
に
言
及
す

る
も
の
も
あ
る
。

「
守
宮
を
胴
に
塗
れ
ば
、
婦
人
子
な
し
（
守
宮
一
枚
を
取
り
て
、

甕
中
に
置
き
、
蛇
皮
を
及
ぼ
し
、
新
布
を
以
て
密
に
之
を
裏
み
、

陰
処
に
懸
く
る
こ
と
百
日
。
守
宮
・
蛇
皮
を
分
等
に
治
め
、
唾

を
以
て
之
を
和
し
、
婦
人
の
胴
に
塗
る
。
磨
き
て
温
か
ら
し
む

れ
ば
、
即
ち
子
な
し
」

「
守
宮
も
て
女
の
腎
に
飾
れ
ば
文
章
あ
り
（
守
宮
の
新
た
に
陰

陽
を
合
せ
し
者
牝
牡
各
一
を
取
り
て
、
之
を
銃
中
に
蔵
し
、
陰

乾
す
る
こ
と
百
日
。
以
て
女
の
腎
に
飾
れ
ば
、
則
ち
文
章
を
生

ず
。
男
子
と
陰
陽
を
合
せ
ば
輛
ち
滅
去
す
）
」

(8) 



い
ず
れ
も
ヤ
モ
リ
を
用
い
て
避
妊
法
や
浮
気
発
見
法
を
説
い
て

い
る
。
そ
し
て
子
育
て
に
関
す
る
以
下
の
よ
う
な
呪
術
的
記
述
も

あ
る
。「

剣
を
抜
き
て
戸
に
倍
れ
ば
、
児
、
夜
驚
か
ず
」

く
ら

「
家
祠
の
黍
を
取
り
て
、
以
て
児
に
咲
は
せ
ば
、
児
、
母
を
思

は
ず
」

こ
の
よ
う
に
実
に
様
々
な
種
類
の
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。
さ
て
、

不
老
不
死
に
関
し
て
は
先
に
も
言
及
し
た
よ
う
に
「
曾
青
を
薬
と

為
せ
ば
、
人
を
し
て
老
い
ざ
ら
し
む
」
の
一
条
し
か
認
め
ら
れ
な

い
が
、
鬼
神
信
仰
に
ま
で
枠
を
広
げ
る
と
以
下
の
よ
う
な
記
述
が

目
に
と
ま
る
。

「
石
を
四
隅
に
埋
む
れ
ば
家
に
鬼
な
し
（
歳
暮
の
服
（
注
18)

に、

よ
じ

園
石
を
宅
隅
に
埋
め
、
雑
ふ
る
に
桃
弧
七
枚
を
以
て
す
れ
ば
、

則
ち
鬼
の
疫
な
し
）
」

「
磁
石
を
懸
け
て
井
に
入
る
れ
ば
、
亡
人
自
ず
か
ら
帰
る
（
亡

人
の
衣
帯
を
取
り
て
、
磁
石
を
裏
に
し
、
室
中
に
懸
く
れ
ば
、

亡
者
自
ず
か
ら
帰
る
）
」

こ
こ
に
記
述
さ
れ
た
も
の
は
「
鬼
」
「
亡
人
」
で
あ
っ
て
仙
人
で

は
な
い
が
、
当
時
、
現
世
の
次
の
世
界
が
想
定
さ
れ
、
そ
れ
に
対

応
す
る
す
べ
が
民
間
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と

は
疑
い
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
記
述
は
当
時
の
民
間
レ
ベ
ル
で
の
迷
信
や
俗
説

の
様
子
を
示
す
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
に
近
似

し
た
も
の
は
『
淮
南
子
』
説
林
訓
に
も
わ
ず
か
な
が
ら
認
め
ら
れ

る
。
説
林
訓
は
主
に
当
時
の
金
言
・
格
言
・
教
訓
を
集
め
た
一
篇

で
、
お
お
む
ね
常
識
の
範
囲
内
の
記
述
で
占
め
ら
れ
る
。
と
す
れ

ば
以
下
に
提
示
す
る
三
例
も
当
時
の
常
識
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高

、。
'
>
 

「
鼓
造
は
兵
を
辟
く
れ
ど
も
、
寿
、
五
月
の
望
に
尽
<
(
注
19)
」

「
華
の
時
な
ら
ざ
る
者
は
、
食
ふ
べ
か
ら
ず
」

「
兵
死
の
鬼
は
、
神
巫
を
憎
む
」

ま
た
、
こ
の
鬼
神
信
仰
に
類
似
す
る
も
の
は
王
充
に
よ
っ
て
否

定
さ
れ
た
迷
信
・
俗
説
中
に
も
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
紙
数

の
都
合
上
、
特
に
鬼
神
信
仰
に
関
わ
る
も
の
だ
け
を
い
く
つ
か
あ

げ
て
お
く
（
注
20)o

「
人
死
し
て
鬼
と
為
り
、
知
あ
り
て
能
く
人
を
害
す
」
（
『
論
衡
』

論
死
）

「
夫
れ
鬼
と
為
る
者
、
人
、
死
人
の
精
神
と
謂
ふ
」
（
『
論
衡
』

論
死
）

「
（
人
）
猶
ほ
死
し
て
知
あ
り
」
（
『
論
衡
』
論
死
）

「
橿
死
者
（
注
21)
は
能
＜
鬼
と
為
る
」
（
『
論
衡
』
死
偽
）

こ
れ
ら
を
見
れ
ば
、
人
は
死
ん
だ
後
に
鬼
と
な
っ
て
知
覚
を
有

し
、
さ
ら
に
現
世
の
人
間
に
関
与
す
る
と
い
う
当
時
の
信
仰
を
う

か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
説
林
訓
の
三
つ
目
に
示
し
た

(9) 



「
戦
死
（
兵
死
）
し
た
鬼
は
人
を
病
気
に
さ
せ
る
が
、
巫
に
よ
っ

て
祓
わ
れ
る
の
で
憎
む
和
22)
」
と
す
る
文
章
は
、
『
論
衡
』
の
「
能

く
人
を
害
す
」
「
彊
死
者
は
能
＜
鬼
と
為
る
」
と
関
連
し
て
お
り
興

味
深
い
。
注
目
す
べ
き
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
死
後
の
次
世
界

を
設
定
す
る
と
い
う
発
想
に
あ
る
。
死
後
の
次
世
界
を
想
定
す
る

鬼
神
信
仰
は
、
戸
解
仙
な
ど
の
思
想
を
容
易
に
生
み
出
し
う
る
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
は
当
初
死
を
司
る
神
で
あ
っ
た
西
王
母
が
、
後
に

道
教
に
取
り
入
れ
ら
れ
仙
界
の
女
神
へ
と
移
行
し
て
い
く
事
と
も

連
動
す
る
。
す
な
わ
ち
劉
安
が
登
仙
し
た
と
い
う
風
評
は
、
こ
の

よ
う
な
信
仰
を
も
つ
大
衆
に
真
実
と
し
て
受
容
さ
れ
、
そ
の
死
後

ま
た
た
く
間
に
伝
播
し
て
い
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
換
言
す
れ
ば
、

こ
れ
ら
の
記
述
は
劉
安
登
仙
伝
説
が
鬼
神
信
仰
の
潮
流
に
も
乗
っ

た
可
能
性
の
傍
証
資
料
と
な
ろ
う
。

そ
し
て
後
漠
末
以
降
の
道
教
の
発
展
と
と
も
に
高
ま
っ
て
い
っ

た
神
仙
思
想
が
、
さ
ら
に
脚
色
に
拍
車
を
か
け
て
い
っ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
『
文
選
』
所
収
の
謝
玄
暉
の
「
和
王
著
作

八
公
山
詩
（
注
23)
」
や
『
水
経
注
』
肥
水
（
注
24)
に
見
ら
れ
る
八
公
山

の
記
述
も
同
様
の
資
料
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
八

公
山
が
い
つ
の
頃
に
劉
安
と
八
公
が
登
仙
し
た
山
と
し
て
信
仰
の

対
象
と
な
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
（
注
25)
が
、
こ
れ
は
『
神
仙
伝
』

の
劉
安
伝
の
「
八
公
、
安
を
し
て
山
に
登
り
て
大
祭
し
、
金
を
地

中
に
埋
め
し
め
、
即
ち
白
日
昇
天
す
。
八
公
と
安
と
、
踏
む
所
の

山
上
の
石
は
、
皆
陥
り
て
跡
を
成
す
。
今
に
至
る
も
人
馬
の
跡
、

猶
ほ
存
す
る
が
ご
と
し
」
と
い
う
記
述
が
八
公
山
伝
説
と
リ
ン
ク

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
し
と
な
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
『
漢

書
』
芸
文
志
の
神
仙
家
の
叙
に

「
神
仙
は
、
性
命
の
真
を
保
ち
て
、
其
の
外
に
滞
求
す
る
所
以

あ
ら

の
者
な
り
。
聯
か
以
て
意
を
盪
ひ
心
を
平
に
し
、
死
生
の
域
を

わ
く
し
や

同
じ
く
し
て
、
胸
中
に
械
楊
な
か
ら
し
む
。
然
れ
ど
も
或
者
専

ら
以
て
務
と
為
せ
ば
、
則
ち
誕
欺
怪
迂
の
文
、
弾
い
よ
以
て
益

ま
す
多
し
。
聖
王
の
教
ふ
る
所
以
に
非
ざ
る
な
り
」
（
『
漢
書
』

芸
文
志
）

と
あ
っ
て
、
否
定
的
で
は
あ
っ
て
も
、
こ
の
段
階
で
既
に
数
々
の

神
仙
に
関
す
る
書
籍
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
和
2
6
)
0

そ
の
他
文
化
的
土
壌
の
理
解
に
対
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る

も
の
に
画
像
資
料
が
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
紹
介
に
留
め
る
が
、
当

時
に
お
け
る
登
仙
思
想
の
状
況
に
つ
い
て
の
画
像
か
ら
の
ア
プ
ロ

ー
チ
に
つ
い
て
は
、
曽
布
川
寛
氏
や
林
巳
奈
夫
氏
の
研
究
が
指
標

と
な
る
（
注
27)°

と
り
わ
け
毘
裔
山
や
西
王
母
の
画
像
は
『
淮
南
子
』

に
既
に
不
死
の
薬
を
持
つ
西
王
母
の
記
述
が
見
え
た
こ
と
や
、
王

充
の
劉
安
登
仙
の
否
定
に
劉
安
が
毘
裔
へ
行
っ
た
と
い
う
記
述
な

ど
な
い
と
い
う
論
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
と
連
動
す
る
（
注
2
8
)
0

こ
れ
ら
を
合
わ
せ
考
え
た
時
、
我
々
に
伝
説
の
伝
播
が
ご
く
自

然
に
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
容
易
に
想
起
さ
せ
る
。

(10) 



第

3
章

完
成
型
と
し
て
の
『
神
仙
伝
』
劉
安
伝

以
上
の
如
く
劉
安
の
死
後
発
信
さ
れ
伝
播
し
て
い
っ
た
劉
安
登

仙
伝
説
は
、
後
漢
期
を
経
た
後
ど
の
よ
う
に
脚
色
さ
れ
て
い
っ
た

の
か
。
本
章
で
は
伝
説
の
完
成
型
と
言
え
る
東
晋
の
慈
洪
の
『
神

仙
伝
』
（
注
29)

に
見
え
る
劉
安
登
仙
伝
説
の
特
質
の
い
く
つ
か
を
提

示
し
て
み
る
。
小
南
氏
は

「
こ
の
淮
南
王
昇
仙
の
伝
説
は
、
そ
の
発
展
の
過
程
か
ら
大
ま

か
に
二
つ
の
層
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

―
つ
は
、
淮
南
地
方
で
の
在
地
的
な
民
間
信
仰
に
ま
つ
わ
っ
た

伝
説
の
段
階
ー
そ
の
伝
承
の
核
と
な
っ
た
の
は
劉
安
を
祭
る
祠

廟
と
そ
れ
に
関
係
す
る
巫
硯
た
ち
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
こ
か

ら
更
に
一
段
進
ん
だ
の
が
、
よ
り
広
い
地
域
に
伝
承
さ
れ
る
方

術
者
た
ち
の
語
る
物
語
り
の
段
階
で
あ
る
（
注
30)
」

と
述
べ
、
劉
安
伝
を
特
に
二
番
目
の
道
教
発
展
史
の
視
点
か
ら
詳

細
に
論
じ
て
い
る
。
一
方
本
稿
は
こ
こ
ま
で
劉
安
登
仙
伝
説
が
伝

播
し
得
た
文
化
的
土
壌
の
解
明
と
い
う
一
番
目
の
発
展
過
程
に
つ

い
て
論
じ
て
き
た
。
『
神
仙
伝
』
へ
の
言
及
は
補
足
と
し
て
、
そ
れ

が
持
つ
問
題
点
の
提
示
に
止
め
て
お
き
た
い
。

『
神
仙
伝
』
劉
安
伝
は
、
史
実
（
『
史
記
』
『
漢
書
』
に
記
載
の

あ
る
も
の
）
と
虚
構
と
が
交
錯
し
て
以
下
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て

i

「
漢
の
淮
南
王
劉
安
は
、

S
」
(
『
史
』
『
漢
』
に
基
づ
い
て

記
述
さ
れ
た
部
分
。
と
り
わ
け
劉
安
の
好
学
ぶ
り
と
士
を
愛

し
多
く
の
著
作
を
残
し
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
）

り

11

「
是
に
於
て
乃
ち
八
公
の
門
に
詣
る
あ
り
。

S
」
（
仙
人
で
あ

る
八
公
が
劉
安
の
も
と
を
訪
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仙
術
を
披
露

す
る
部
分
）

面
「
而
し
て
太
子
の
遷
は
剣
を
好
み
、

S
」
(
『
史
』
『
漢
』
に

基
づ
い
て
記
述
さ
れ
た
部
分
。
太
子
遷
と
雷
被
の
ト
ラ
プ
ル
、

そ
し
て
雷
被
と
五
被
が
劉
安
を
匪
告
す
る
）

.
W

「
天
子
、
宗
正
を
し
て

S
」
（
八
公
が
劉
安
を
誘
い
登
仙
す
る

部
分
。
『
水
経
注
』
の
記
述
と
一
部
重
複
す
る
）

＞
「
是
に
於
て
宗
正
、
安
の
所
在
を
失
ふ
を

S
」
（
武
帝
が
劉
安

登
仙
を
知
る
。
そ
し
て
史
書
が
自
殺
と
記
述
す
る
理
由
を
記

す
部
分
）

•
V
l「
按
ず
る
に
、
左
呉
の
記
に
云
ふ
S

」
(
「
左
呉
記
」
を
紹
介

す
る
一
節
。
後
半
部
は
『
抱
朴
子
』
巻
二

0
の
記
述
と
重
複

す
る
）

"Vll

「
武
帝
、
左
呉
等
の
王
に
随
ひ
て
仙
去
し

S
」
(
『
史
』
『
漢
』

に
基
づ
き
つ
つ
、
武
帝
が
登
仙
の
術
に
没
頭
し
て
い
く
様
を

描
く
部
分
）

直
「
時
人
伝
ふ

S
」
(
『
論
衡
』
道
虚
篇
に
お
い
て

い
る
。

「
儒
書
に
言

(11) 



八
公
の
位
置
づ
け
が
違
う

先
に
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
劉
安
の
脚
色
が
進
む
と
同
時
に
八

公
の
脚
色
も
進
ん
で
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
『
史
記
』
劉
安
伝

の
『
索
隠
』
が
引
く
『
淮
南
』
要
略
の
「
蘇
非
•
李
尚
・
左
呉
・

陳
由
・
伍
被
•
毛
周
•
雷
被
•
晋
昌
」
と
、
『
淮
南
子
』
高
誘
序
の

「
蘇
非
•
李
尚
・
左
呉
•
田
由
•
雷
被
•
毛
被
•
伍
被
．
晋
昌
」

と
の
二
種
が
あ
る
が
、
こ
の
文
を
見
れ
ば
少
な
く
と
も
雷
被
と
伍

被
は
八
公
に
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
て
い
な
い
。
加
え
て
面
に
八
人
そ
れ

ぞ
れ
の
個
別
能
力
が
提
示
さ
れ
る
な
ど
、
八
公
の
神
仙
と
し
て
の

ー ふ
」
と
し
て
言
及
さ
れ
た
逸
話
を
示
す
部
分
）

王
充
が
示
し
た
劉
安
登
仙
伝
説
か
ら
飛
躍
的
に
変
容
し
た
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
『
神
仙
伝
』
は
東
晋
の
慈
洪
の
作
と
さ
れ
る
が
、

こ
の
劉
安
伝
が
最
終
的
に
こ
の
形
に
な
っ
た
の
は
さ
ら
に
後
の
こ

と
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
注
31)
。
お
そ
ら
く
そ
の
間
に
も
劉
安
登
仙

伝
説
は
膨
張
し
続
け
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
下
『
神
仙
伝
』

の
各
所
に
散
見
さ
れ
る
問
題
点
を
い
く
つ
か
指
摘
し
て
み
た
い
。

全
体
的
に
は
、

i
と
凪
に
『
史
』
『
漢
』
を
典
故
と
し
た
史
実
を

配
し
た
上
で
、
八
公
と
の
出
会
い
を
示
す
"ll
、
劉
安
登
仙
の
経
緯

を
示
す
.
,
:
:
:,.・Vl
、
武
帝
を
潤
色
し
て
描
く
"Vll

、
『
論
衡
』
に
も
記
述

の
見
え
る
西
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
織
り
交
ぜ
つ
つ
構
成
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
記
述
の
特
色
は

~
l
lと

·
l
V
S面
の
部
分
に
あ
る
と
言

え
よ
う
。

部
分
が
強
調
さ
れ
、
劉
安
を
登
仙
へ
と
誘
っ
た
張
本
人
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
先
に
示
し
た
八
公
山
伝
説
と
相
互

に
関
連
し
合
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
八
公
の
個
別
能
力
に
つ

い
て
言
え
ば
、
小
南
氏
が

「
種
々
の
方
術
的
な
能
力
が
、
低
級
な
幻
術
的
な
も
の
か
ら
最

高
の
金
丹
術
へ
の
順
で
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
…
…
列
挙
さ
れ
た

八
つ
の
能
力
の
中
で
、
永
遠
の
生
命
（
長
生
久
視
）
の
更
に
上

に
煉
丹
術
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
物
語
り
が
金
丹
を

最
高
の
者
と
考
え
る
神
仙
説
（
慈
洪
の
神
仙
説
も
そ
う
で
あ
る
）

と
密
接
な
関
係
を
持
ち
、
そ
の
直
接
の
影
響
を
被
っ
て
い
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
（
注
32)
」

と
述
べ
て
お
り
、
道
教
発
展
史
と
い
う
観
点
か
ら
興
味
深
い
。
ま

た
、
四
番
目
の
能
力
の
―
つ
で
あ
る
「
無
間
に
出
入
し
」
は
『
老

子
』
の
四
三
章
に
見
え
る
道
の
属
性
を
水
に
た
と
え
つ
つ
提
示
す

る
文
を
典
故
と
す
る
も
の
で
あ
る
し
、
ま
た
五
番
目
の
「
能
く
火

に
入
る
も
灼
け
ず
、
水
に
入
る
も
濡
れ
ず
」
は
『
荘
子
』
大
宗
師

篇
の
古
代
の
真
人
に
つ
い
て
述
べ
た
文
を
典
故
と
す
る
。
さ
ら
に

二
番
目
の
「
鬼
神
を
使
役
す
」
や
三
番
目
の
「
六
軍
を
隠
蔽
す
」

な
ど
と
い
っ
た
能
力
は
背
景
と
な
る
時
代
の
所
産
と
も
考
え
ら
れ
、

仙
人
の
能
力
が
時
代
と
と
も
に
変
化
し
て
い
っ
た
過
程
を
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
八
公
は
の
『
捜
神
記
』
に
お

い
て
も
認
め
ら
れ
る
。

(12) 



黄
帝
が
淮
南
王
に
改
蹴
さ
れ
て
い
る

"Vll

の
中
ほ
ど
に
「
乃
ち
嘆
じ
て
日
く
「
朕
を
し
て
淮
南
王
た
る

を
得
し
む
れ
ば
、
天
下
を
視
る
こ
と
脱
展
の
如
き
の
み
」
と
」
と

い
う
武
帝
が
劉
安
登
仙
を
憧
憬
す
る
言
葉
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ

は
『
漢
書
』
郊
祀
志
に
武
帝
が
黄
帝
に
あ
こ
が
れ
て
「
嵯
乎
、
誠

に
黄
帝
の
如
く
な
る
を
得
ば
、
吾
、
妻
子
を
去
る
こ
と
脱
展
の
如

き
を
視
る
の
み
」
と
い
う
台
詞
を
典
故
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
問

題
と
す
べ
き
は
『
漢
書
』
の
「
黄
帝
」
が
「
淮
南
王
」
に
変
え
ら

れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
も
と
も
と
黄
帝
は
戦
国
末
期
に
忽
然
と
あ

ら
わ
れ
た
道
家
系
思
想
家
集
団
の
伝
説
的
皇
帝
で
あ
り
、
道
家
思

想
を
多
分
に
含
む
『
淮
南
子
』
の
編
纂
者
劉
安
は
、
こ
こ
に
道
家

系
黄
老
思
想
の
重
鎮
で
あ
る
黄
帝
と
比
肩
さ
れ
る
ほ
ど
の
人
物
と

な
っ
た
こ
と
に
な
り
、
次
の

3
で
示
す
問
題
と
も
関
わ
っ
て
く
る

が
、
皇
帝
に
な
れ
な
か
っ
た
劉
安
を
皇
帝
以
上
の
存
在
に
押
し
上

げ
る
と
い
う
結
果
を
生
む
。
ま
た
視
点
を
変
え
れ
ば
、
こ
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
は
、
神
仙
た
ら
ん
こ
と
を
希
求
し
て
い
た
時
の
皇
帝
武
帝

に
対
し
、
一
足
先
に
登
仙
し
、
溜
飲
を
さ
げ
ん
と
し
た
淮
南
国
側

の
心
情
の
反
映
と
い
う
見
方
も
成
立
す
る
。

3

劉
安
に
劉
邦
・
劉
長
の
属
性
が
付
加
さ
れ
て
い
る

•
V
lの
末
尾
に
仙
界
に
お
け
る
劉
安
の
不
遜
な
態
度
が
記
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
の
性
情
は
む
し
ろ
祖
父
劉
邦
•
父
劉
長
の
性
情
を
反

映
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
記
述
は
『
抱
朴
子
』
の

2
 

「
昔
淮
南
王
劉
安
は
、
昇
天
し
て
上
帝
に
見
ゆ
。
而
る
に
箕
坐

し
て
大
言
し
、
自
ら
寡
人
と
称
す
。
遂
に
鏑
せ
ら
れ
て
、
天
厠

を
守
る
こ
と
三
年
」
（
『
抱
朴
子
』
巻
二

O
)

と
重
複
す
る
。
実
際
に
「
坐
起
は
恭
し
か
ら
ず
」
で
あ
っ
た
の
は

韓
王
信
を
討
伐
し
た
後
娘
壻
の
張
敷
を
訪
れ
た
際
の
劉
邦
の
記
述

「
高
祖
、
箕
眠
罵
詈
し
て
、
甚
だ
之
を
慢
る
」
（
『
漢
書
』
張
耳
伝
）

を
、
「
誤
り
て
寡
人
と
称
す
」
は
審
食
其
殺
害
後
の
劉
長
の
記
述
「
廣

王
、
•
•
…
•
国
に
帰
る
に
益
ま
す
恣
に
し
、
漢
法
を
用
い
ず
、
出
入

に
警
蹄
し
、
制
と
称
し
、
自
ら
法
令
を
作
り
、
数
し
ば
浄
書
し
て

遜
順
せ
ず
」
（
『
漢
書
』
劉
長
伝
）
を
想
起
さ
せ
る
。
呂
后
と
い
う

漢
初
期
最
大
の
悪
の
犠
牲
者
で
あ
っ
た
父
劉
長
は
、
皇
帝
即
位
の

可
能
性
が
劉
安
以
上
に
あ
っ
た
だ
け
に
、
不
遇
の
ヒ
ー
ロ
ー
と
し

て
の
色
彩
が
濃
い
。
た
だ
劉
長
に
は
登
仙
伝
説
を
生
み
出
す
属
性

は
な
い
。
そ
こ
で
高
祖
劉
邦
や
劉
長
の
属
性
の
い
く
つ
か
を
劉
安

の
属
性
と
し
て
付
与
し
た
可
能
性
も
あ
る
。

2
の
黄
帝
を
淮
南
王

に
改
甑
し
て
あ
る
こ
と
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、
反
体
制
的
ヒ
ロ
イ

ズ
ム
の
付
加
と
も
考
え
ら
れ
る
。

•
V
Iの
末
尾
に
あ
る
「
鏑
せ
ら
れ

て
都
厠
を
守
る
こ
と
三
年
。
後
、
散
仙
の
人
と
為
る
。
職
に
処
る

を
得
ず
、
但
だ
不
死
を
得
る
の
み
」
に
つ
い
て
は
、
或
い
は
、
西

王
母
と
関
わ
り
を
持
ち
な
が
ら
も
、
結
局
は
戸
解
仙
に
し
か
な
れ

な
か
っ
た
『
漢
武
帝
内
伝
』
の
武
帝
と
同
じ
よ
う
に
、
劉
長
・
劉

安
父
子
の
果
た
さ
れ
得
ぬ
夢
の
象
徴
的
な
描
写
と
捉
え
る
こ
と
も

(13) 



可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
言
え
ば
、
た
と
え
ば
『
漢
武

帝
内
伝
』
に
お
い
て
西
王
母
が
武
帝
の
不
徳
を
指
摘
し
て
武
帝
の

登
仙
を
許
さ
な
か
っ
た
の
と
同
じ
性
質
を
持
つ
部
分
と
し
て
不
遜

な
態
度
の
描
写
を
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
（
注
33)0

4

具
体
的
登
仙
方
法
が
語
ら
れ
な
い

本
伝
に
は
、
『
抱
朴
子
』
『
漢
武
帝
内
伝
』
な
ど
で
詳
述
さ
れ
る

登
仙
方
法
が
あ
ま
り
語
ら
れ
な
い
と
い
う
点
で
、
こ
れ
ら
と
は
全

く
異
質
の
流
伝
経
過
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
別
な
位

置
づ
け
が
必
要
で
あ
ろ
う
（
注
34)°

と
り
わ
け
『
漢
武
帝
内
伝
』
と

比
較
し
た
時
、
小
南
一
郎
氏
が
「
「
漢
武
帝
内
伝
」
の
成
立
」
に
お

い
て
明
ら
か
に
し
た
道
教
と
の
関
わ
り
の
深
さ
に
比
べ
れ
ば
、
希

薄
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
或
い
は
劉
安
登
仙
伝
説
が
早

い
時
期
に
あ
る
程
度
ま
と
ま
り
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
特
質
を
考
え
合
わ
せ
た
時
、
劉
安
と
い
う
一
諸
侯
王
の

死
後
に
生
ま
れ
た
登
仙
伝
説
の
背
後
に
、
い
く
つ
も
の
要
因
が
あ

り
、
し
か
も
そ
の
要
因
の
背
後
に
そ
れ
ら
を
生
み
出
し
た
土
壌
．

文
化
・
歴
史
の
様
々
な
フ
ァ
ク
タ
ー
が
重
層
的
に
か
ら
み
あ
っ
て

本
作
が
仕
上
が
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

漢
帝
国
の
中
央
集
権
化
が
進
み
、
そ
の
中
で
地
方
諸
侯
王
は
土

地
や
権
力
を
奪
わ
れ
、
実
質
的
能
力
が
ど
ん
ど
ん
そ
が
れ
て
つ
つ

あ
っ
た
こ
と
。
そ
し
て
こ
の
事
実
は
、
劉
安
の
生
き
様
が
諸
侯
国

お
わ
り
に

側
か
ら
の
中
央
政
府
即
ち
朝
廷
へ
の
抵
抗
の
図
式
と
な
り
、
彼
の

登
仙
伝
説
が
彼
ら
諸
諸
侯
国
王
ら
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
た
こ
と
。

こ
れ
ら
の
要
因
を
中
核
と
し
て
、
付
随
す
る
各
時
代
の
諸
要
素

が
加
わ
り
、
劉
安
の
登
仙
が
必
然
性
を
お
び
て
語
ら
れ
初
め
、
や

が
て
そ
れ
が
伝
説
と
な
っ
て
定
着
し
伝
播
し
、
さ
ら
に
膨
張
し
て

い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

劉
安
登
仙
伝
説
の
考
証
は
、
そ
れ
の
み
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は

完
結
し
な
い
。
劉
安
伝
説
と
同
質
の
展
開
を
見
せ
て
い
る
武
帝
に

ま
つ
わ
る
諸
伝
説
と
の
比
較
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、

武
帝
の
も
と
に
西
王
母
が
降
臨
し
、
神
仙
・
登
仙
に
つ
い
て
語
り

合
う
『
漢
武
帝
内
伝
』
、
『
神
仙
伝
』
劉
安
伝
の
如
く
史
実
と
虚
構

を
交
錯
さ
せ
な
が
ら
武
帝
の
誕
生
か
ら
死
・
登
仙
ま
で
を
つ
づ
る

『
漢
武
帝
故
事
』
、
武
帝
の
も
と
に
も
た
ら
さ
れ
る
諸
外
国
の
珍
品
・

奇
物
を
幻
想
的
に
紹
介
し
て
い
く
『
漢
武
帝
別
国
洞
冥
記
』
、
或
い

は
東
方
朔
に
仮
託
さ
れ
た
知
見
し
得
る
世
界
の
向
こ
う
側
を
紹
介

す
る
『
海
内
十
洲
記
』
『
神
異
経
』
な
ど
、
後
世
に
潤
色
さ
れ
た
武

帝
や
東
方
朔
を
主
人
公
と
す
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
当
然
検
討
の
対

象
と
な
る
。
ま
た
さ
ら
に
視
点
を
広
げ
れ
ば
、
武
帝
や
東
方
朔
な

ど
が
登
場
す
る
小
説
は
枚
挙
に
暇
が
な
く
、
そ
の
量
は
劉
安
登
仙

(14) 



注

伝
説
の
比
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
を
劉
安
も
含
め
た
武
帝
を
め
ぐ
る

者
た
ち
へ
の
仮
託
と
し
て
考
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
ま
さ
に
武
帝
期

が
も
っ
て
い
た
雰
囲
気
の
所
産
に
他
な
ら
な
い
。
視
点
を
移
せ
ば
、

登
仙
に
奔
走
し
た
武
帝
の
存
在
が
同
時
期
に
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、

劉
安
登
仙
伝
説
も
メ
ジ
ャ
ー
に
成
り
得
た
の
だ
と
も
言
え
る
。

劉
安
の
下
に
い
た
方
士
た
ち
に
よ
っ
て
捏
造
さ
れ
発
信
さ
れ
た

劉
安
の
登
仙
諄
は
、
当
時
の
登
仙
に
狂
奔
す
る
武
帝
の
姿
や
、
賂

し
い
迷
信
・
俗
説
な
ど
が
背
景
と
な
っ
て
、
ま
こ
と
し
や
か
に
伝

播
し
て
い
き
、
少
な
く
と
も
後
漢
期
に
は
そ
の
真
偽
を
真
摯
に
議

論
せ
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
伝
説
と
な
り
、
さ
ら
に
は
六
朝
期
の

頃
、
武
帝
期
の
雰
囲
気
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
武
帝
や
東
方
朔
な

ど
と
と
も
に
脚
色
・
潤
色
さ
れ
、
作
品
と
し
て
の
完
成
を
み
た
の

で
あ
ろ
う
。
時
代
を
か
け
て
語
り
継
が
れ
醸
成
さ
れ
て
い
っ
た
伝

説
と
言
え
よ
う
。

本
稿
は
伝
説
の
発
生
か
ら
説
き
起
こ
し
た
た
め
、
『
神
仙
伝
』
に

見
え
る
劉
安
登
仙
伝
説
に
つ
い
て
は
表
層
的
な
論
及
に
止
ま
っ
て

し
ま
っ
た
。
武
帝
や
東
方
朔
に
ま
つ
わ
る
伝
説
も
含
め
た
上
で
の
、

前
漢
武
帝
期
を
伝
え
る
作
品
群
へ
の
細
か
な
考
証
は
次
の
機
会
に

譲
る
こ
と
と
す
る
。

(
1
)

劉
安
に
つ
い
て
の
詳
細
は
拙
稿
「
淮
南
王
国
の
八
十
年
I
英
布
よ

り
劉
長
、
劉
安
ヘ
ー
」
（
『
中
国
研
究
集
刊
』

25
号
、
大
阪
大
学
中
国

学
会
、
平
成
11)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
2
)

平
楽
寺
書
店
・
昭
和
34
。
後
に
『
淮
南
子
の
思
想
ー
老
荘
的
世
界

ー
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
平
成
4
)
。
以
下
の
金
谷
氏
の
言
は
す
べ

て
本
書
に
よ
る
。
当
該
部
分
は
六
九
＼
八
九
頁
（
本
稿
で
の
引
用
は

す
べ
て
こ
の
部
分
か
ら
の
も
の
）
。

(
3
)

『
中
国
の
科
学
と
科
学
者
』
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
昭
和

53)
所
収
。
後
に
『
中
国
の
神
話
と
物
語
り
ー
古
小
説
史
の
展
開
ー
』

（
岩
波
書
店
、
昭
和
59)
第
三
章
。
本
稿
で
は
こ
ち
ら
を
使
用
し
た
。

(
4
)

『
西
京
雑
記
』
の
作
者
と
成
立
の
問
題
に
関
し
て
は
小
南
一
郎
氏
の

「
西
京
雑
記
の
伝
承
者
た
ち
」
（
『
日
本
中
国
学
会
報
』

24
、
日
本
中

国
学
会
、
昭
和
47)

が
詳
し
い
。
後
に
『
中
国
の
神
話
と
物
語
り
』

第
二
章
。

(
5
)
黄
暉
は
『
論
衡
校
釈
』
（
中
華
書
局
、

1
9
9
0
)

道
虚
篇
の
注
で
、
『
漢

書
』
司
馬
相
如
伝
の
「
列
仙
の
儒
」
の
顔
師
古
注
に
「
儒
は
柔
な
り
。

術
士
の
称
な
り
。
凡
そ
道
術
あ
る
は
皆
儒
と
為
す
」
と
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。

(
6
)

曽
布
川
寛
「
毘
裔
山
と
昇
仙
図
」
（
『
東
方
学
報
』

51
、
京
都
大
学

人
文
科
学
研
究
所
、
昭
和
54)
。
後
に
『
毘
裔
山
へ
の
昇
仙
ー
古
代
中

国
人
が
描
い
た
死
後
の
世
界
ー
』
（
中
公
新
書
、
昭
和
56)
。

(
7
)

ち
な
み
に
死
偽
篇
に
も
「
猶
ほ
淮
南
王
劉
安
の
謀
反
に
坐
し
て
死

(15) 



せ
し
に
、
世
以
て
仙
と
為
り
て
升
天
す
と
伝
ふ
る
が
ご
と
し
」
と
同

様
の
記
述
が
存
す
る
。

(
8
)

同
文
は
『
文
選
』
謝
玄
暉
「
和
王
著
作
八
公
山
詩
」
の
李
善
注
も

引
い
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
李
尚
」
を
「
李
上
」
に
作
り
、
ま
た
「
毛

周
」
を
「
毛
被
」
に
作
り
「
雷
被
」
の
後
に
置
い
て
い
る
。

(
9
)
こ
れ
に
つ
い
て
は
注

1
既
出
の
拙
稿
に
お
い
て
少
し
く
言
及
し
た
。

(10)
楚
文
化
の
「
巫
風
」
に
つ
い
て
、
藤
野
岩
友
氏
は
「
巫
系
」
と
言

い
『
増
補
巫
系
文
学
論
』
（
大
學
書
房
、
昭
和
44)

の
中
で
論
じ
て
い

る
。
ま
た
小
南
氏
は
「
魏
晋
時
代
の
神
仙
思
想
」
や
「
「
漢
武
帝
内
伝
」

の
成
立
（
上
下
）
」
（
『
東
方
学
報
』
4
8
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、

昭
和
5
0
。
及
び
同
53
、
昭
和
56
。
後
に
『
中
国
の
神
話
と
物
語
り
』

第
四
章
）
の
中
で
、
「
巫
現
」
に
つ
い
て
言
及
し
、
民
間
レ
ベ
ル
の
伝

承
が
「
巫
現
」
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
、
知
識
人
た
ち
に
記
録
さ
れ
て

い
っ
た
過
程
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

(11)

こ
れ
に
つ
い
て
は
金
谷
氏
も
先
に
示
し
た
資
料
の
よ
う
に
「
民
衆

に
と
っ
て
は
、
何
か
そ
の
ま
ま
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
」

と
、
伝
播
に
お
け
る
民
衆
の
関
与
を
示
し
て
い
る
。

(12)
遠
流
出
版
公
司
『
胡
適
作
品
集
2
2
』
所
収
、

1
9
8
6
。

(13)
中
華
書
局
、

1
9
8
1

。

(14)
『
史
記
』
亀
策
列
伝
が
引
く
『
淮
南
萬
畢
術
』
に
「
神
亀
あ
り
。
江

と
び
ふ
く
ろ
う

南
の
嘉
林
の
中
に
在
り
。
嘉
林
は
、
獣
に
虎
狼
な
く
、
鳥
に
鴎
簗
な

く
、
草
に
毒
蟄
な
く
、
野
火
は
及
ば
ず
、
斧
斤
は
至
ら
ず
。
是
れ
嘉

林
た
り
。
亀
は
其
の
中
に
在
り
。
常
に
芳
蓮
の
上
に
巣
く
ふ
。
左
脇

に
文
を
書
し
て
日
く
「
甲
子
の
重
光
、
我
を
得
る
者
は
、
匹
夫
は
人

君
と
為
り
、
土
を
有
す
る
正
た
ら
ん
。
諸
侯
の
我
を
得
る
は
帝
王
と

為
ら
ん
」
と
。
之
を
白
蛇
蝠
朽
林
中
に
求
む
る
者
は
、
斎
戒
し
て
以

て
待
つ
。
擬
然
と
し
て
人
の
来
り
て
之
を
告
ぐ
る
も
の
あ
る
が
如
し
。

そ
そ

因
り
て
以
て
酒
を
佗
髪
に
醜
ぎ
、
之
を
求
む
る
こ
と
三
宿
に
し
て
得
」

と
あ
る
。

(15)

現
在
『
淮
南
萬
畢
術
』
は
『
問
経
堂
叢
書
』
の
孫
嗚
粟
本
と
『
十

種
古
侠
書
』
の
茄
袢
林
本
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
は
孫
偶

粟
本
を
踏
ま
え
て
増
補
し
た
茄
淫
林
本
（
全
九
五
条
、
『
叢
書
集
成
初

編
』
（
中
華
書
局
）
）
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
し
た
。
な
お
各
引
用

文
の
出
典
は
省
略
し
た
。

(16)

以
下
の
『
淮
南
萬
畢
術
』
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
、
先
に
言
及
し

た
「
伝
」
に
つ
い
て
は
（
）
で
括
っ
て
示
し
て
あ
る
。
ま
た
複
数

の
伝
が
存
す
る
場
合
は
、
最
も
わ
か
り
や
す
い
も
の
を
提
示
し
た
。

(17)

李
少
君
が
武
帝
に
爾
を
祀
る
こ
と
に
よ
っ
て
鬼
神
を
降
し
、
長
生

不
老
に
至
れ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

(18)

祭
り
の
名
。
冬
至
の
後
、
第
三
の
戌
の
日
に
行
い
、
神
や
祖
先
を

祭
る
。

(19)

こ
の
部
分
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
楠
山
春
樹
氏
が
『
新
釈
漢
文
大

系
淮
南
子
（
下
）
』
（
明
治
書
院
、
昭
和
6
3
)
九
七
―
頁
で
指
摘
し
て

い
る
『
文
子
』
上
徳
篇
の
徐
霊
府
注
「
案
ず
る
に
『
萬
畢
術
』
に
「
媚

(16) 



蛉
、
五
月
中
に
之
を
殺
し
、
五
兵
に
塗
れ
ば
、
軍
陳
に
入
る
も
傷
つ

か
ず
」
と
」
と
関
連
づ
け
て
「
が
ま
を
五
月
中
に
殺
し
兵
器
に
塗
る

と
、
軍
隊
に
入
っ
て
も
傷
つ
く
こ
と
が
な
い
」
と
解
釈
す
る
の
を
採

用
し
た
。

(
2
0
)
本
稿
に
関
わ
る
篇
と
し
て
は
、
天
人
相
関
説
を
批
判
す
る
寒
温
・

譴
告
・
変
動
•
明
雰
・
順
鼓
•
乱
龍
・
遭
虎
・
商
晶
•
講
瑞
・
指

瑞
・
是
応
•
治
期
・
感
類
、
当
時
の
迷
信
を
批
判
す
る
四
諒
・
調
時
・

談
時
・
ト
筵
•
琲
祟
•
難
歳
・
詰
術
・
解
除
、
死
や
鬼
に
関
す
る
迷

信
を
批
判
す
る
論
死
•
死
偽
•
紀
妖
・
訂
鬼
•
薄
葬
．
祀
義
・
祭
意

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

(21)
非
業
の
死
を
遂
げ
た
者
。

(
2
2
)
高
誘
注
に
「
兵
死
の
鬼
は
善
く
病
を
人
に
行
ふ
も
、
巫
、
能
く
祝

劾
し
て
之
を
殺
す
」
と
あ
る
。

(
2
3
)
王
著
作
に
つ
い
て
は
王
融
と
す
る
説
も
あ
る
が
不
明
。
ま
た
そ
の

「
八
公
山
詩
」
も
伝
わ
ら
な
い
。

(24)
『
水
経
注
』
肥
水
に
「
山
上
に
淮
南
王
劉
安
廟
あ
り
。
劉
安
は
是
れ

漢
高
帝
の
孫
。
属
王
長
の
子
な
り
。
折
節
に
し
て
士
に
下
り
、
篤
く

儒
学
を
好
み
、
方
術
の
徒
数
十
人
を
簑
ふ
。
皆
俊
異
た
り
。
神
仙
の

秘
法
・
鴻
宝
の
道
多
し
。
忽
ち
八
公
あ
り
。
皆
、
敲
眉
皓
素
た
り
。

門
に
詣
る
。
見
ゆ
る
を
希
む
。
門
者
日
く
「
吾
が
王
は
長
生
を
好
む
。

今
、
先
生
は
衰
を
住
む
る
の
術
な
し
。
未
だ
敢
て
相
聞
せ
ず
」
と
。

八
公
咸
変
じ
て
童
と
成
る
。
王
甚
だ
之
を
敬
ふ
。
八
士
、
並
び
に
錬

金
化
丹
を
能
く
し
、
無
間
に
出
入
す
。
乃
ち
安
と
山
に
登
り
、
金
を

地
に
種
め
て
、
白
日
昇
天
す
。
余
薬
、
器
に
在
り
。
難
犬
の
之
を
祇

む
る
者
、
倶
に
上
昇
す
る
を
得
。
其
の
昇
り
し
所
の
処
に
践
み
し
石

は
、
皆
人
馬
の
跡
存
す
。
故
に
山
即
ち
八
公
を
以
て
目
と
為
す
。

．．． 

・
:
」
と
あ
る
。

(
2
5
)
少
な
く
と
も
『
後
漢
書
』
に
は
、
そ
の
名
は
見
え
な
い
。

(
2
6
)
『
｛
必
毅
雑
子
道
』
＋
篇
・
『
上
聖
雑
子
道
』
二
十
六
巻
・
『
道
要
雑

子
』
十
八
巻
・
『
黄
帝
雑
子
歩
引
』
十
二
巻
・
『
黄
帝
岐
伯
按
摩
』
＋

巻
・
『
黄
帝
雑
子
芝
菌
』
十
八
巻
・
『
黄
帝
雑
子
十
九
家
方
』
二
十
一

巻
・
『
泰
壱
雑
子
十
五
家
方
』
二
十
二
巻
・
『
神
農
雑
子
技
道
』
二
十

三
巻
・
『
泰
壱
雑
子
黄
冶
』
三
十
一
巻
の
十
家
が
記
さ
れ
て
い
る
。

(
2
7
)
曽
布
川
氏
の
も
の
に
「
毘
裔
山
と
昇
仙
図
」
の
ほ
か
「
漢
代
画
像

石
に
お
け
る
昇
仙
図
の
系
譜
」
（
『
東
方
学
報
』
6
5
、
京
都
大
学
人
文

科
学
研
究
所
、
平
成
5
)
、
林
氏
の
も
の
に
『
石
に
刻
ま
れ
た
世
界
ー

画
像
石
が
語
る
古
代
中
国
の
生
活
と
思
想
ー
』
（
東
方
書
店
、
平
成
4
)
、

『
中
国
古
代
の
神
が
み
』
（
吉
川
弘
文
館
、
平
成
1
4
)
な
ど
が
あ
る
。

こ
の
他
、
画
像
を
対
象
と
し
た
漢
文
化
の
研
究
と
し
て
、
黄
暁
芥
氏

の
『
中
国
古
代
葬
制
の
伝
統
と
変
革
』
（
勉
誠
出
版
、
平
成
12)
、
信

立
祥
氏
の
『
中
国
漢
代
画
像
石
の
研
究
』
（
同
成
社
、
平
成
8
)
な
ど

が
あ
る
。

(
2
8
)
毘
裔
山
や
西
王
母
の
属
性
の
変
容
に
つ
い
て
は
伊
藤
清
司
氏
が
『
死

者
の
棲
む
楽
園
ー
古
代
中
国
の
生
死
観
ー
』
（
角
川
選
書
、
平
成
10)

(17) 



の
第
二
章
の
中
で
曽
布
川
氏
や
林
氏
の
成
果
も
踏
ま
え
た
上
で
ま
と

め
て
お
り
わ
か
り
や
す
い
。

(29)
現
行
本
『
神
仙
伝
』
は
後
世
の
改
編
本
と
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は

『
神
仙
伝
』
の
劉
安
伝
が
慈
洪
の
手
に
よ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
問

わ
ず
、
伝
説
の
完
成
型
と
し
て
位
置
づ
け
る
。

(30)
『
中
国
の
神
話
と
物
語
り
』
一
五
三
頁
。

(
3
1
)こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
澤
田
瑞
穂
氏
は
『
列
仙
伝
•
神
仙
伝
』
（
平

凡
社
『
中
国
古
典
文
学
大
系
8
』
、
昭
和
4
4
)
の
解
説
の
中
で
、
劉
安

伝
に
つ
い
て
「
細
部
に
お
い
て
は
問
題
が
あ
る
に
し
て
も
、
通
常
の

伝
記
と
い
う
文
体
を
越
え
た
構
成
や
筆
調
か
ら
み
て
、
か
な
り
慈
洪

の
原
作
に
近
い
古
形
を
保
存
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い

る
。
ま
た
小
南
一
郎
氏
は
「
「
神
仙
伝
」
の
復
元
」
（
筑
摩
書
房
『
入

矢
教
授
•
小
川
教
授
退
休
記
念
中
国
文
学
語
学
論
集
』
、
昭
和
4
9
)の

中
で
、
『
説
郭
』
『
雲
笈
七
簸
』
等
の
記
述
か
ら
、
唐
代
の
『
神
仙
伝
』

の
構
成
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
り
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
中
に
劉
安
伝

も
含
ま
れ
る
と
す
る
。
と
同
時
に
『
解
真
碑
銘
』
『
陶
隠
居
内
伝
』
等

の
資
料
か
ら

5
世
紀
後
半
か
ら

6
世
紀
前
半
に
は
劉
安
伝
が
あ
っ
た

と
推
定
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
福
井
康
順
氏
が
『
神

仙
伝
』
（
明
徳
出
版
社
、
昭
和
5
8
)
に
お
い
て
詳
細
に
考
証
し
て
い
る
。

(32)
『
中
国
の
神
話
と
物
語
り
』
一
六
四
頁
。

(33)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
小
南
氏
が
「
魏
晋
時
代
の
神
仙
思
想
ー
神
仙

伝
を
中
心
に
し
て
ー
」
や
「
「
漢
武
帝
内
伝
」
の
成
立
（
上
下
）
」
な

ど
に
お
い
て
道
教
発
展
史
上
の
問
題
と
し
て
論
じ
て
い
る
。

(34)

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
金
谷
治
氏
も
『
抱
朴
子
』
論
仙
篇
を
資
料

と
し
て
別
角
度
か
ら
言
及
し
て
い
る
。

『
水
経
注
』
『
水
経
注
集
釈
訂
訛
』
『
文
子
績
義
』
『
文
献
通
考
』
『
文
選

註
』
『
六
臣
註
文
選
』
『
神
仙
伝
』
『
西
京
雑
記
』
（
以
上
文
淵
閣
四
庫
全

書
）
、
『
十
洲
記
』
『
神
異
経
』
『
洞
冥
記
』
（
以
上
増
訂
漢
魏
叢
書
）
、
『
漢

武
帝
故
事
』
『
漢
武
帝
別
国
洞
冥
記
』
（
以
上
説
郭
）
、
劉
文
典
『
淮
南
鴻

烈
集
解
』
（
台
湾
商
務
印
書
館
）
、
『
史
記
』
（
鼎
文
書
局
）
、
『
漢
書
』
（
鼎

文
書
局
）
、
魯
迅
『
古
小
説
鉤
沈
』
（
新
藝
出
版
社
、

1
9
6
7
)

、
李
永
晟
『
雲

笈
七
簸
』
（
中
華
書
局
、
2
0
0
3
)

、
津
田
左
右
吉
「
神
倦
思
想
の
研
究
」
（
『
津

田
左
右
吉
全
集
第
10
巻
』
所
収
、
岩
波
書
店
、
昭
和
3
9
)
、
蒲
登
福
『
周

秦
両
漢
早
期
道
教
』
（
文
津
出
版
有
限
公
司
、

1
9
9
8
)

、
星
川
清
孝
『
楚

辞
』
（
明
徳
出
版
社
、
昭
和
4
5
)
、
大
形
徹
『
不
老
不
死
』
（
講
談
社
現
代

新
書
、
平
成
4
)
、
森
雅
子
『
西
王
母
の
原
像
ー
比
較
神
話
学
試
論
ー
』

（
疫
応
義
塾
大
学
出
版
会
、
平
成
17)

〔
附
記
〕

本
稿
は
平
成
12
年
度
九
州
中
国
学
会
（
於
都
城
高
専
）
に
お
い
て
口
頭

発
表
し
た
も
の
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

主
な
参
照
文
献
（
た
だ
し
注
に
示
し
た
も
の
を
除
く

(18) 


