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梁

の

元

　
　
　

帝

Ｉ
支
那
古
今
人
物
略
傅
（
三
）
―

　
　
　
　
　

序

　

六
朝
文
明
の
か
ゞ
や
か
し
い
一
面
で
あ
る
文
肪
の
分
野
に
お

い
て
、
曹
魏
の
父
子
三
人
（
曹
操
・
曹
不
∵
曹
植
）
と
蕭
梁
帝
室

の
父
子
、
即
ち
武
帝
竹
、
昭
明
太
子
統
、
簡
文
帝
綱
、
及
び
元

帝
緬
、
の
そ
れ
ぐ
の
星
宿
は
、
そ
れ
自
ら
の
光
輝
と
と
も
に

そ
れ
が
占
め
る
地
位
か
ら
云
っ
て
、
特
に
注
意
を
惹
く
　
０
こ
ｏ

両
家
は
と
も
に
干
戈
の
際
に
興
起
し
、
支
那
全
土
で
は
な
い
が

政
治
的
或
ひ
は
文
化
的
に
主
要
な
地
域
を
治
下
に
致
し
、
文
物

制
度
の
更
張
を
計
り
、
こ
と
に
學
唇
を
皆
好
し
、
ま
た
こ
れ
を

奨
励
し
た
。
か
く
て
前
者
は
六
朝
文
明
の
先
限
を
な
し
、
後
者

は
そ
の
極
盛
を
来
さ
し
め
た
。

　
　
　
　
　
　

一

　

生

　

ひ

　

立

　

ち

　

梁
の
世
祖
孝
元
皇
帝
は
字
を
世
誠
、
小
字
を
七
符
と
云
ひ
、

武
帝
ｐ
第
七
子
で
あ
る
。
母
は
宣
修
容
と
い
ひ
家
柄
高
か
ら
ぬ

宮

川

洵

　
　

志

石
氏
の
門
に
生
長
し
、
十
八
歳
に
し
て
南
１
　
の
後
宮
に
入
り
、

始
安
王
逞
光
に
聘
せ
ら
れ
た
が
、
天
監
元
年
に
梁
の
武
帝
の
采

女
に
選
ば
れ
、
七
年
涼
秋
八
月
丁
巳
の
日
に
元
帝
を
生
み
、
姓

を
玩
と
賜
っ
た
。
南
史
に
は
帝
の
生
誕
に
因
む
、
彼
の
二
親
の

信
仰
と
愛
情
の
逸
話
が
語
ら
れ
て
ゐ
る
。
ぶ
く
の
南
朝
宮
廷
Ｏ

女
性
が
さ
う
で
あ
っ
た
様
に
玩
修
容
の
佛
敦
信
仰
に
は
専
一
な

も
の
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
初
め
浄
名
経
を
習
ひ
、
末
に
阿
吐
曇

心
論
を
學
び
、
ま
た
孝
経
論
語
毛
詩
に
も
通
じ
て
ゐ
た
と
、
元

帝
自
ら
そ
の
母
に
つ
い
て
物
語
っ
て
ゐ
る
。
（
金
格
子
后
妃
篇
、

以
下
篇
名
の
み
を
記
す
）

　

帝
の
幼
年
は
教
養
高
き
父
母
の
許
に
お
い
て
學
蕗
へ
の
傾
注

と
宗
教
的
雰
国
気
へ
の
沈
潜
と
の
中
に
流
れ
て
行
っ
た
も
０
と

見
え
る
。
五
歳
０
時
、
父
帝
の
前
で
曲
破
を
誦
し
、
六
歳
に
し

て
作
詩
を
解
し
た
。
趾
年
（
八
歳
）
に
し
て
誦
呪
を
法
朗
道
人
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に
受
け
、
観
世
音
呪
・
薬
上
王
呪
・
孔
雀
王
呪
を
誦
し
う
る
様

に
な
っ
た
と
い
ふ
。
（
自
序
）

　

侍
臣
や
宮
人
を
相
手
に
、
天
才
英
腿
と
梁
書
に
評
せ
ら
れ
る

皇
子
が
習
ひ
党
え
た
陀
羅
屁
を
試
み
て
ゐ
る
情
景
を
想
像
す
る

の
は
ほ
χ
え
ま
し
い
。
た
ゞ
傷
ま
し
く
感
ぜ
ら
れ
る
の
は
、
皇

子
は
誕
生
の
時
に
眼
疾
に
罷
り
、
遂
に
一
目
を
紗
し
て
ゐ
る
こ

と
で
あ
る
。
父
母
親
ら
手
を
下
し
て
の
療
治
も
効
を
奏
せ
す
、

皇
子
に
對
す
る
い
と
ほ
し
さ
の
念
は
一
入
噌
し
た
。
好
學
の
皇

子
は
こ
の
不
幸
に
怯
ま
す
、
早
く
よ
と
讃
書
詩
賦
に
親
し
み
、

遂
に
六
朝
諸
帝
王
の
中
で
も
有
数
と
考
へ
ら
れ
る
才
藻
を
誇
る

に
至
っ
た
。

　

し
か
し
南
朝
文
明
史
上
の
暗
影
で
あ
る
貴
族
祀
會
に
お
け
る

迷
信
の
流
行
は
こ
の
皇
子
を
も
誘
ぴ
こ
ま
す
に
は
借
か
な
か
っ

た
。
呪
術
的
な
慰
戯
に
對
し
て
い
ち
は
や
い
興
味
を
示
し
た
皇

子
は
直
ち
に
中
尉
何
登
に
よ
り
外
典
の
呪
、
例
へ
ば
壷
疸
掲
歩

の
法
を
學
ん
で
こ
れ
に
没
頭
し
た
。
父
帝
か
ら
「
宗
室
の
建
安

侯
正
立
ら
は
卿
と
同
じ
年
頃
だ
０
に
も
う
學
問
に
は
げ
ん
で
あ

る
。
卿
は
義
を
學
ば
う
と
し
な
い
の
か
」
と
だ
し
な
め
ら
れ
た

が
ま
だ
止
め
な
か
っ
た
。
十
二
三
歳
に
な
っ
て
侍
讃
喊
巌
か
ら

修
學
を
勧
め
ら
れ
た
と
き
、
答
ぺ
て
曰
く

　

只
呪
を
誦
す
る
は
自
ら
是
佳
き
伎
倆
、
請
ふ
こ
の
一
隅
を
守

　

ら
ん
（
自
序
）

　

し
か
し
年
漸
く
長
じ
た
皇
子
は
他
人
０
勤
め
に
よ
っ
て
で
は

な
く
、
自
身
の
興
味
が
も
す
こ
し
複
雑
な
も
の
に
使
っ
た
と
見

え
、
易
卜
・
射
覆
に
親
み
、
荊
州
に
行
っ
た
時
の
或
る
日
、
三

更
に
甘
雨
あ
る
べ
し
と
占
ひ
中
て
、
金
・
玉
・
琥
珀
等
０
指
環

や
人
名
を
書
い
て
紙
に
封
じ
こ
ん
だ
の
嗜
射
て
、
交
餅
に
よ
り

そ
の
種
類
や
名
前
を
判
じ
て
１
　
中
八
九
で
あ
っ
た
こ
と
を
得
意

な
様
子
で
記
し
て
ゐ
る
。
（
自
序
）

　

詩
文
と
占
ト
に
あ
け
く
れ
た
皇
子
の
。
日
常
は
い
つ
ま
で
も
は

緬
く
べ
珍
で
な
い
。
賢
徳
あ
る
生
母
修
容
は
や
が
て
宗
室
の
藩

翰
と
し
て
州
郡
を
偏
む
ぺ
き
愛
兄
に
勅
旨
し
て
曰
く
、

　

そ
れ
政
た
る
も
の
は
生
民
の
本
な
り
。
爾
そ
れ
品
め
よ

　

母
の
ご
耳
に
翻
然
と
自
ら
を
新
た
に
し
た
皇
子
は
、
毎
に
政

事
に
心
を
留
め
、
燭
を
挙
げ
て
事
軋
理
め
、
夜
分
に
し
て
寝
ね

た
と
い
ふ
。
彼
の
政
治
に
開
す
る
思
忽
は
今
残
る
彼
の
主
著
金

捨
子
の
中
に
伺
は
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
鯛
れ
る
で

あ
ら
う
。

　

皇
子
０
好
學
に
と
っ
て
’
不
幸
な
事
態
は
彼
の
身
醒
的
映
陥
で

あ
っ
た
。
彼
の
の
こ
る
隻
眼
の
覗
力
は
十
四
歳
頃
か
ら
次
第
に
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衰
へ
、
後
に
は

　

比
来
祚
だ
暗
く
、
復
能
く
自
ら
讃
書
せ
す
。
三
十
六
年
来
恒

　

に
左
右
を
し
て
こ
れ
を
唱
へ
し
む
（
自
序
）

と
い
ふ
状
態
で
あ
っ
た
。
同
じ
頃
か
ら
彼
は
心
気
の
疾
に
感
じ

一
１
　
回
復
し
た
が
、
後
年
彼
が
帝
位
に
印
き
繁
多
な
政
務
に
携

り
殊
に
そ
の
子
忠
列
世
子
方
等
（
特
禦
）
Ｊ
ｙ
戦
死
レ
だ
の
を

始
め
五
人
の
男
子
を
あ
ひ
っ
ぎ
失
ふ
に
及
び
再
良
し

　

悲
を
街
み
て
愧
忽
と
し
て
心
地
荼
苫
。
居
れ
ば
則
ち
常
に
戸

　

存
の
如
く
、
行
け
ば
則
も
適
く
所
を
知
ら
す
（
自
序
）

と
自
ら
症
候
を
判
断
し
、
荘
子
が
「
疾
な
く
し
て
呼
ぶ
。
そ
の

笑
驚
け
る
が
・
如
し
。
こ
れ
心
気
な
り
」
と
云
ひ
、
曼
偕
が
「
陰

陽
季
へ
ば
則
ち
心
気
動
く
。
心
気
動
け
ば
則
ち
精
紳
散
す
」
と

記
し
た
の
は
自
分
の
場
合
の
如
き
を
指
し
た
る
に
や
と
推
察
し
、

曹
志
・
殷
師
（
仲
堀
の
父
）
を
始
め
、
張
思
光
が
居
喪
の
後
に
、

涼
國
太
史
令
趙
獣
が
乾
度
暦
を
三
十
年
の
苦
心
の
後
に
制
作
し

た
時
に
罹
病
。
し
た
前
例
と
ひ
き
く
ら
べ
、
つ
ひ
に

晋
の
睨
衆
心
嘸
言
士
の
狂
者
と
い
へ
’
。
は
豊
そ
れ
余
‐
な
。

　

か
（
自
序
）

と
嘆
息
し
て
ゐ
る
。

　

か
ゝ
る
心
身
の
不
健
全
が
彼
の
性
格
や
思
想
に
暗
い
影
響
を

及
ぼ
し
た
反
面
に
、
六
朝
王
侯
が
溺
れ
易
か
っ
た
若
干
の
悪
徳

か
ら
彼
を
護
っ
だ
場
合
も
あ
る
。
梁
書
に
賛
し
て

　

性
、
聾
色
を
好
ま
す
、
頗
る
高
名
を
幕
ふ

と
い
ふ
が
如
く
、
自
ら
も

　

予
游
宴
の
沌
留
を
喜
ま
す
。
宴
す
る
毎
に
繩
ち
早
く
罷
り
、

　

復
酒
を
錨
へ
す
（
立
言
上
）

　

余
、
飲
酒
せ
す
。
し
に
か
も
他
人
の
飲
む
を
憎
ま
す
。
毎
に
醇

　

者
に
遇
へ
ば
、
靴
ち
欣
々
然
た
る
の
み
（
自
序
）

な
ど
ｘ
述
懐
し

　

…
…
侍
姫
庖
に
二
三
百
人
あ
る
べ
し
。
姓
に
将
士
に
賜
ふ

と
い
ふ
。
そ
し
て
自
序
篇
の
首
に

　

人
間
の
世
、
瓢
忽
と
し
て
幾
何
ぞ
や
。
石
を
鐙
り
て
火
を
見
、

　

隙
を
窺
っ
て
電
を
観
る
ご
迪
し
。
螢
は
朝
を
観
て
滅
び
‘
露

　

は
日
を
見
て
沁
ゆ
。
あ
に
自
ら
序
せ
ざ
る
べ
け
ん
や

と
あ
る
。
こ
ゝ
に
お
い
て
彼
の
傅
記
か
ら
十
分
察
せ
ら
れ
る
所

の
貴
族
的
性
格
の
幾
多
の
短
所
に
よ
っ
て
彼
を
低
く
許
價
し
よ

う
と
す
る
こ
と
を
し
ば
し
差
控
へ
て
、
将
来
の
生
の
有
限
を
悟

り
、
沢
び
ぬ
知
識
を
追
求
せ
ん
と
す
る
元
帝
の
姿
を
再
認
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
瓢
風
の
如
き
人
生
を
嘆
じ
た
帝
は
、
ま
た
夏

日
肘
膝
を
爛
ら
し
て
書
を
讃
み
、
聚
書
四
十
年
、
八
萬
巻
を
得
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た
所
０
人
で
あ
っ
た
。
か
く
て
彼
ひ
布
藩
時
代
が
来
る
。

　
　
　
　
　
　
　

二

　

在

　

藩

　

時

　

代

　
　
　

他
の
皇
子
た
ち
０
如
く
、
元
帝
は
七
歳
に
し
て
湘
東
郡
王
邑

　
　

二
千
戸
に
封
ぜ
ら
れ
、
つ
ぃ
ご
逼
１
　
唇
會
稽
太
守
、
侍
中

　
　

宣
威
将
軍
、
丹
楊
尹
を
歴
任
し
、
十
七
歳
の
時
、
府
諮
議
と
か

　
　

り
三
檀
を
講
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
丹
楊
尹
と
た
っ
た
頃
、
彼
は

　
　

前
任
官
吏
０
事
蹟
を
綴
采
し
傅
記
を
作
っ
た
が
、
漸
く
漫
然
た

　
　

る
讃
書
や
勉
學
に
の
み
耽
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
政
事
の

　
　

得
失
を
鑑
名
べ
き
範
例
を
こ
れ
ら
０
中
か
ら
得
よ
う
と
い
ふ
気

　
　

持
に
騏
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
普
通
七
年
梁
武
の
治
世
漸
く
事

　
　

し
げ
き
頃
、
十
九
歳
の
彼
は
出
で
ｘ
、
使
持
節
都
督
荊
湘
郭
谷

　
　

寧
南
梁
六
州
諸
軍
事
西
中
郎
将
荊
州
刺
史
と
な
り
、
北
方
政
籐

　
　

の
攻
勢
を
防
ぐ
べ
き
要
地
江
陵
に
赴
任
し
た
。
こ
の
年
は
丙
午

　
　

に
富
り
ヽ
（
誹
諧
悶
悶
）
浮
草
回
嬰
に
１
　
　
高

　
　

州
刺
史
徐
昌
の
姪
を
娶
っ
た
。
彼
を
驚
か
せ
た
こ
と
に
は
婚
儀

　
　

の
日
、
風
景
詔
和
で
あ
っ
だ
の
が
日
暮
か
ら
天
候
激
愛
し
大
風

　
　

飛
雪
あ
り
、
後
七
日
、
俄
か
に
洪
水
あ
り
昏
暁
を
分
か
ず
、
ま

　
　

た
妻
が
西
州
に
里
飼
り
の
日
に
従
叔
急
逝
し
、
そ
の
喪
還
る
の

　
　

ほ
大
雨
車
軸
を
流
し
、
天
雷
聴
事
に
落
ち
た
。
志
怪
篇
に
彼
は

鍋

　

こ
の
次
第
を
詳
し
く
書
き
「
此
叉
尤
も
怪
と
な
す
」
と
結
び
ヽ

そ
の
他
地
理
・
博
物
・
古
傅
等
に
開
す
る
新
奇
珍
怪
な
事
例
を

捜
集
し
、
帝
の
博
覧
と
好
學
と
を
雄
聊
に
謐
し
て
ゐ
る
。
こ
の

篇
首
に

　

夫
れ
耳
目
０
外
、
怪
し
む
者
あ
る
な
し
と
。
余
お
も
へ
ら
く

　

然
ら
す
。
水
至
寒
に
し
て
温
泉
の
熱
あ
り
。
火
至
熱
に
し
て

　

蕭
丘
の
寒
あ
り
。
重
き
者
は
庶
に
沈
む
べ
く
し
て
浮
石
の
山

　

あ
り
。
、
軽
き
者
は
常
に
浮
ぶ
べ
く
し
て
沈
羽
の
水
あ
・
り
…
：
Ｊ

と
序
し
、
誤
れ
る
知
識
や
推
論
も
多
い
が
ご

物
に
あ
き
た
・
ら
す
、
’
驚
異
の
眼
を
四
方
に
摘
げ
て
、
新
し
く
美

し
い
世
界
を
我
見
し
よ
う
と
す
る
態
度
が
よ
く
表
れ
て
ゐ
る
。

海
中
の
布
褐
、
沙
嶼
の
ｎ
躯
、
’
外
國
方
士
の
龍
を
使
ふ
呪
法
、

四
方
の
弟
子
が
各
自
の
郷
國
の
樹
を
持
ち
寄
っ
た
と
い
ふ
魯
城

北
０
孔
子
蜃
、
象
を
食
ふ
巴
蛇
の
話
、
女
國
、
葡
萄
花
葉
酒
Ｏ

こ
と
、
胡
國
に
あ
る
白
磯
山
に
産
す
る
玉
華
盛
Ｉ
Ｉ
そ
れ
は
水

精
の
如
く
日
に
映
じ
琥
珀
０
光
に
似
、
専
ら
君
王
に
供
す
る
等

と
見
え
る
。
ま
た
北
魏
領
の
清
磯
池
に
つ
い
て
製
磯
法
を
記
し

人
が
池
旁
の
地
を
耕
し
池
水
を
取
っ
て
こ
れ
を
沃
種
し
、
却
ク

て
回
脱
す
る
な
く
ば
、
正
四
方
、
廣
さ
牛
寸
の
盛
を
生
す
る
と

述
べ
て
ゐ
。
る
。
事
賓
と
想
像
と
の
共
棲
、
醒
系
づ
け
ら
れ
な
い

素
朴
に
満
ち
た
こ
０
篇
は
借
餅
。
の
美
麗
を
以
て
讃
む
に
快
い
。
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中
大
通
か
ら
大
同
の
年
に
か
け
て
、
彼
は
平
西
・
安
西
・
鑓

西
の
将
軍
の
織
を
歴
任
し
、
大
同
五
年
に
は
安
右
将
軍
謹
軍
将

軍
領
石
頭
戌
～
事
に
任
じ
た
。
そ
の
間
、
武
帝
の
祭
遊
苑
に
幸

す
る
に
従
０
　
、
諸
子
の
中
に
於
て
特
に
慈
愛
せ
ら
れ
賜
賓
相
接

し
、
そ
の
日
に
詩
を
賦
し
、
そ
の
晩
に
賞
を
蒙
り
、
左
右
拭
目

し
朋
友
改
め
観
た
。
時
し
も
季
秋
の
含
露
之
閣
に
召
さ
れ
、
照

り
ゆ
く
月
影
を
浴
び
て
宴
に
呉
っ
だ
思
ひ
出
を
懐
か
し
く
彼
は

描
寫
し
て
ゐ
る
。
（
雑
記
上
）
宮
闇
派
の
一
旦
星
た
る
元
帝
の
詩

は
玉
豪
新
詠
に
合
せ
て
十
八
首
録
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

梁
書
に
賛
し
て

　

既
に
長
じ
て
學
を
好
み
、
群
書
を
博
綜
す
。
筆
を
下
せ
ば
章

　

と
成
り
、
言
を
出
せ
ば
諭
と
篤
る
。
才
諮
敏
速
、
一
時
に
冠

　

絶
す
。
Ｉ
ｓ
一
一
一
一
裴
子
野
・
劉
顧
・
蕭
子
雲
・
張
饌
及
び
常
時
の

　

才
秀
と
布
衣
の
交
を
な
し
、
著
述
附
章
多
く
世
に
行
ぱ
る

と
あ
る
が
、
彼
の
か
う
し
た
幸
幅
な
得
意
な
時
代
は
父
帝
の
統

治
が
と
も
か
く
も
國
内
の
治
安
と
北
方
に
對
す
る
防
備
を
全
う

し
て
ゐ
た
時
期
が
去
っ
て
了
ふ
迄
は
績
い
た
。

　

在
藩
時
代
に
彼
は
自
ら
金
権
子
と
琥
し
た
。
大
同
六
年
、
彼

が
使
持
節
都
督
江
州
諸
軍
事
鋸
南
将
軍
江
州
刺
史
と
な
っ
た
頃

宗
室
の
雄
鑓
と
し
て
彼
の
才
華
は
建
康
貴
族
の
耳
目
を
聳
動
し

て
ゐ
た
。
「
議
論
営
に
湘
東
王
の
如
く
な
る
べ
し
」
と
京
師
で
定

評
さ
れ
た
彼
は
任
地
に
お
い
て
そ
の
畢
生
の
著
た
る
金
複
子
を

作
り
っ
ｘ
あ
っ
た
。
彼
の
生
母
睨
修
容
は
こ
れ
迄
も
そ
の
子
に

隨
ひ
荊
江
に
住
み
、
荊
州
に
譚
林
寺
・
祇
原
寺
を
建
立
せ
る
外

諸
寺
の
修
築
資
供
を
吝
ま
す
、
衆
僣
の
大
檀
越
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
年
六
月
、
六
十
七
歳
に
し
て
苑
じ
た
。
阿
氏
は
夙
に
家
事

を
處
理
す
る
責
任
が
あ
り
、
父
母
に
孝
事
し
弟
妹
を
柑
循
し
、

ま
た
元
や
の
子
で
あ
る
方
諸
・
方
等
・
方
規
（
敬
帝
）
ら
の
教
育

に
も
常
っ
て
ゐ
た
賢
婦
人
で
あ
っ
た
。
后
妃
篇
で
彼
は
三
代
の

母
后
を
叙
し
た
末
に
生
母
玩
氏
に
つ
い
て
感
動
に
満
ち
た
思
０
　

出
を
詳
し
く
述
べ
て
ゐ
る
。

　

昔
准
渓
を
柝
り
舟
琥
に
侍
奉
す
。
今
宮
寺
に
還
り
仰
い
で
帷

　

幌
を
緋
る
。
顧
復
の
恩
終
天
報
ゆ
る
た
く
、
防
貼
の
心
鮫
慕

　

何
ぞ
已
ま
む
。
樹
葉
将
に
夏
な
ら
ん
と
し
て
個
々
風
樹
の
哀

　

に
切
な
り
。
戒
露
已
に
濡
れ
て
倍
々
霜
露
の
戚
に
紫
る
。
過

　

隙
留
め
難
し
。
川
流
舎
か
す
。
往
い
て
還
ら
ざ
る
も
の
は
年

　

な
り
。
逝
い
て
見
ざ
る
者
は
親
な
り

十
一
月
江
寧
邸
に
錨
葬
し
た
。
彼
の
金
捨
子
述
作
は
こ
ん
な
事

酪
で
ま
だ
完
成
し
て
ゐ
な
か
っ
た
が
、
あ
る
人
が
彼
を
訪
ね
て

き
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヽ

-52-



　
　
　

貴
方
は
荊
州
で
具
金
を
鍛
へ
て
権
子
を
お
作
り
に
な
っ
た
と

　
　
　

阻
い
た
が
是
非
か
し
て
み
て
戴
き
た
い
。
珍
ら
し
い
な
ぐ
さ

　
　
　

み
と
し
て
奈
し
み
た
い

　
　

と
言
っ
た
。
「
こ
れ
は
近
頃
胎
ふ
べ
き
事
で
あ
っ
た
」
と
元
帝
は

　
　

そ
０
金
桜
子
の
中
で
語
っ
て
ゐ
る
。
（
雑
記
占

　
　
　

元
帝
時
に
三
十
三
歳
。
老
い
た
る
父
武
帝
な
ほ
位
に
在
り
、

　
　

政
務
の
責
任
あ
る
地
位
に
は
未
だ
置
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
彼

　
　

に
と
っ
て
そ
の
時
に
は
幸
禰
で
あ
り
、
そ
の
後
に
は
不
幸
な
事

　
　

情
で
あ
っ
た
。
め
ゝ
し
い
と
も
思
は
れ
る
程
の
悲
哀
の
中
に
母

　
　

を
弔
っ
て
か
ら
十
年
に
し
て
、
彼
は
ぞ
の
最
も
不
得
手
と
す
る

　
　

干
戈
を
執
っ
て
、
父
帝
を
悼
ま
し
い
死
に
至
ら
し
め
た
所
の
寇

　
　

既
に
富
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
　
　

江
南
を
保
っ
た
漢
族
王
朝
に
同
様
の
例
が
あ
る
様
に
梁
室
を

　
　

危
殆
に
陥
れ
る
に
至
っ
た
原
因
に
は
無
責
任
な
政
治
家
の
北
方

　
　

経
略
論
が
あ
る
。
既
に
大
同
元
年
、
北
魏
の
東
西
分
裂
に
際
し

　
　

司
州
刺
史
陳
慶
之
は
魏
の
宗
室
北
海
王
頴
を
擁
し
て
北
方
政
局

　
　

に
武
力
干
渉
を
試
み
た
が
、
こ
０
事
は
っ
ひ
に
南
朝
の
天
地
を

　
　

動
貳
の
渦
に
巻
き
込
ん
だ
。
梁
朝
内
治
に
・
つ
い
て
い
へ
ば
宗
室

３

　

は
豪
貴
を
競
ひ
法
令
に
隨
順
せ
す
、
互
に
反
目
梼
忌
を
事
と
し

３

　

た
。
刑
政
弛
緩
し
貨
賂
横
行
し
安
逸
０
気
は
宮
廷
に
満
ち
て
ゐ

た
。
湘
東
王
と
て
も
か
べ
る
一
般
・
０
空
気
か
ら
良
由
で
あ
っ
た

詳
で
は
な
い
。
南
史
は
梁
書
よ
り
、
通
鑑
は
南
史
よ
り
、
彼
の

細
行
の
過
失
を
列
示
し
、
そ
の
性
格
の
弱
鮎
を
あ
げ
っ
ら
ふ
こ

と
頻
り
で
あ
る
。
し
か
し
吾
等
は
こ
ゝ
で
は
只
管
彼
の
生
涯
の

全
貌
を
理
解
せ
ん
こ
と
に
っ
と
め
る
べ
く
、
片
々
た
る
事
賓
を

箇
條
的
に
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
よ
り
彼
を
嘲
り
、
彼
に
つ
い
て

嘆
く
べ
き
で
は
な
か
ら
う
。

　

雲
行
あ
ら
き
南
北
０
情
勢
を
眺
め
っ
Ｘ
、
彼
は
會
ら
諸
葛
亮

桓
温
に
比
し
て
述
懐
し
た
。

　

諸
葛
司
馬
二
相
は
誠
に
一
國
０
宗
師
、
覇
王
の
賢
佐
な
り
。

　

孔
明
巴
蜀
の
地
に
起
り
、
一
州
の
土
を
詞
み
、
刑
法
を
省
任

　

し
、
軍
伍
を
整
斉
し
、
歩
卒
数
萬
、
祁
山
に
長
駆
し
、
慨
然

　

と
し
て
河
洛
飲
馬
の
志
あ
り
。
仲
達
は
天
下
十
倍
の
地
に
抹

　

り
、
急
行
の
衆
に
使
り
、
牢
城
に
嫁
り
、
精
鋭
を
擁
し
、
檎

　

敵
の
意
な
し
。
も
し
此
り
人
死
せ
ず
ん
ば
則
ち
雍
梁
敗
れ
ん

　

こ
れ
を
司
馬
に
方
ぶ
る
に
、
理
大
い
に
優
ら
す
や
（
雑
記
下
）

と
い
ひ
孔
明
を
推
し
て
ゐ
る
。
ま
た
１
　
つ
て
人
に
謂
ひ
て
曰

く

　

諸
葛
武
侯
・
桓
宣
武
、
倣
に
王
室
を
翼
賛
し
、
混
外
に
宣
威

　

す
。
こ
れ
鄙
夫
の
幕
ふ
所
以
な
り
（
立
言
占
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吾
等
に
は
や
ｘ
異
様
に
感
ぜ
ら
れ
る
孔
明
と
桓
温
の
並
揃
は

彼
等
が
共
に
南
方
を
嫁
勘
と
し
て
中
原
回
復
を
圖
っ
だ
鮎
に
お

い
て
同
様
な
る
篤
で
あ
る
。
旨
泗
と
清
談
の
中
に
あ
っ
て
も
中

原
回
復
は
市
朝
人
の
忘
れ
が
た
い
望
み
で
あ
っ
た
。
彼
自
ら
も

曰
く

　

我
嘗
っ
て
蒼
海
に
稜
威
し
、
幕
を
居
延
に
絶
た
ん
と
欲
す
。

　

萬
死
を
出
で
ゝ
顧
み
す
、
必
ず
威
を
し
て
諸
夏
に
振
は
し
め

　

ん
。
然
る
後
、
聊
城
を
度
り
て
長
望
し
、
陽
開
に
向
ひ
て
凱

　

し
入
４
盗
忠
撮
力
以
て
國
家
に
報
い
ん
。
こ
れ
吾
の
上
願
な

　

り
（
立
言
上
）

　

金
核
子
の
諸
篇
は
そ
の
執
筆
さ
れ
た
年
月
は
久
し
き
に
一
日
フ
リ

散
快
・
錯
誤
も
少
く
は
た
・
い
が
、
平
和
で
屈
託
な
か
っ
た
帝
の

幼
少
か
ら
、
瞼
し
き
天
下
０
形
勢
に
直
面
し
て
次
第
に
責
任
を

感
じ
て
き
た
そ
の
壮
年
に
至
る
間
の
彼
の
思
想
や
學
問
上
の
見

解
の
推
移
が
あ
と
づ
け
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。

　
　
　
　
　

三

　

金
捻
子
の
思
想

　

元
帝
の
著
作
と
し
て
梁
１
　
に
韓
へ
ら
れ
る
も
の
孝
徳
傅
・
忠

臣
傅
・
丹
陽
尹
傅
・
注
読
書
・
周
易
講
疏
・
内
血
ハ
博
要
・
文
集

等
多
数
に
上
る
が
、
そ
の
中
に
は
臣
下
に
命
じ
て
纂
次
さ
せ
た

り
、
諸
家
の
況
を
集
成
し
た
も
の
も
あ
り
、
彼
自
身
の
言
に
よ

れ
ば
漕
宮
に
出
牧
せ
る
時
作
っ
た
玉
翰
十
巻
が
最
も
自
信
が
あ

石
と
云
ふ
。

　

金
桜
子
は
隋
唐
宋
各
志
に
は
二
十
巻
あ
り
と
し
、
晃
公
武
讃

書
志
に
は
十
五
巻
と
い
ひ
、
そ
の
後
次
第
に
淵
滅
し
明
末
に
至

り
散
亡
し
、
現
行
本
は
永
楽
大
典
に
抹
り
遺
文
を
集
め
た
も
の

で
あ
る
。

　

こ
の
書
の
叙
事
の
中
に
攻
戒
を
混
へ
て
ゐ
る
と
は
夙
に
江
意

さ
れ
た
が
、
こ
の
事
は
元
帝
が
そ
の
好
學
に
よ
っ
て
獲
だ
總
蓄

を
次
第
に
政
治
の
１
　
考
に
自
ら
供
し
っ
よ

で
あ
ら
う
。
た
と
へ
ば
興
王
篇
に
お
い
て
９
　
話
時
代
の
帝
王
の

事
蹟
に
始
り
、
近
代
に
及
び
漢
の
太
宗
、
後
房
の
世
祖
、
魏
武

晋
の
世
祖
の
倹
節
の
徳
を
述
べ
て
ゐ
る
。
そ
の
尭
舜
の
徳
を
述

ぶ
る
際
に
、
道
徳
を
阜
げ
る
よ
り
も
多
く
畔
瑞
に
重
き
を
ａ
い

て
ゐ
る
の
は
亦
富
時
の
風
潮
で
あ
る
。
晏
妃
慶
都
河
漕
に
出
観

し
赤
龍
に
遇
う
て
孕
み
、
修
己
山
行
し
て
流
星
昴
を
貫
く
を
見

て
意
感
じ
ご

夜
脚
光
あ
り
と
云
ふ
が
如
き
、
そ
の
例
で
あ
る
。
攻
戒
篇
に
お

い
て
も
前
代
帝
王
の
政
治
を
破
敗
せ
し
め
た
る
原
因
に
、
女
色

や
奢
侈
佞
臣
や
佛
教
の
堕
落
を
皐
げ
る
と
共
に
、
天
災
地
髪
天

に
對
す
る
胃
涜
、
迷
信
怪
異
の
如
き
陰
陽
五
行
の
愛
を
加
へ
る

-
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の
を
忘
れ
な
い
。
后
妃
・
説
蕃
の
二
篇
こ
れ
に
績
き
、
そ
の
中

に
は
時
に
貴
重
な
る
史
料
を
含
ん
で
ゐ
る
が
。
帝
の
意
圖
し
た

鑑
戒
の
目
的
は
そ
の
該
博
な
る
知
識
の
披
渥
や
祚
瑞
妖
異
へ
の

好
奇
心
に
座
倒
さ
れ
て
、
本
来
の
道
徳
的
制
約
を
緩
く
し
た
感

が
あ
る
。
た
'
ｉ
Ｘ
襟
を
正
さ
し
め
る
は
そ
の
制
作
態
度
で
あ
る
。

元
帝
は
知
己
裴
幾
原
が
彼
に
問
ひ
「
西
伯
・
孔
子
を
始
め
著
述

す
る
人
は
皆
心
に
悦
ば
ざ
る
あ
る
時
に
す
る
の
が
古
来
の
例
で

あ
る
の
に
、
貴
方
は
千
乗
の
尊
に
居
り
何
０
不
満
も
な
か
る
べ

き
に
何
故
さ
う
著
述
さ
れ
る
か
」
と
い
っ
だ
の
に
對
し

　

中
原
回
復
の
上
願
達
せ
ら
れ
ず
、
清
酒
弾
琴
、
志
あ
り
逡
げ

　

す
、
性
抑
揚
に
過
ぎ
、
恒
に
朧
衡
物
に
裕
ふ
を
欲
す
る
が
故

　

に
、
隆
暑
に
も
熱
を
斟
ま
す
、
凝
各
に
も
寒
を
憚
ら
す
、
鴻

　

烈
を
著
は
す
笠
す
上
）
大
意

と
答
へ
、
ま
た
「
何
故
有
識
竃
詞
り
共
に
著
作
せ
す
、
亘
々
と

し
て
自
ら
勤
む
る
か
」
と
の
問
ひ
に
答
へ

　

予
の
術
業
、
あ
に
賓
客
の
能
く
閥
ふ
所
な
ら
ん
や
。
こ
れ
蓋

　

し
廸
を
以
て
擁
を
撞
き
、
差
を
以
て
れ
を
測
る
な
り
。
予
か

　

っ
て
淮
南
不
章
の
書
、
賓
遊
の
製
す
る
所
た
り
と
謂
ふ
に
切

　

歯
し
、
毎
に
著
述
の
間
に
至
れ
ば
賓
客
を
し
て
こ
れ
を
閥
は

　

し
め
す
（
立
言
上
）

と
答
へ
て
ゐ
る
・
輩
に
好
學
の
名
を
誇
示
す
る
に
非
ず
、
他
意

あ
っ
て
學
を
表
面
的
に
保
護
奨
励
す
る
に
非
ず
、
元
帝
こ
そ
ば

具
に
好
學
人
で
あ
り
営
昨
の
最
高
の
知
識
で
あ
っ
た
と
い
ふ
べ

き
で
あ
る
。

　

元
帝
は
古
今
の
群
書
を
博
賢
し
、
多
年
勉
學
を
廳
せ
す
思
ふ

よ
り
も
讃
む
事
が
多
か
っ
た
。
故
に
そ
の
思
想
は
六
朝
時
代
の

。
他
の
思
想
家
に
よ
く
見
る
ご
と
く
、
諸
學
説
の
折
衷
調
和
を
目

的
と
し
て
ゐ
る
。

　
　
　

・

　

世
に
干
戈
を
習
ふ
者
、
姐
豆
を
賤
み
、
儒
を
修
む
る
者
こ

　

功
を
忽
せ
に
す
る
あ
り
。
芭
寧
は
王
弼
を
以
て
築
紆
に
比
し

　

謝
混
は
簡
文
を
以
て
銀
献
に
方
ぶ
。
李
長
に
顕
武
の
論
あ
り

　

文
荘
に
慶
荘
の
説
あ
り
。
余
鳶
希
へ
ら
く
然
ら
す
。
余
は
孫

　

臭
を
以
て
１
　
祭
と
な
し
、
周
孔
を
以
て
冠
帯
と
な
し
、
老
荘

　

を
以
て
歓
宴
と
な
し
、
櫛
賓
を
以
て
稽
糧
と
な
し
、
卜
迫
を

　

以
て
帥
明
と
な
し
、
政
治
を
以
て
手
足
と
な
す
。
一
閲
の
木

　

千
鈎
を
持
し
、
五
寸
の
臆
開
閉
を
制
す
。
こ
れ
を
綜
ぶ
る
者

　

は
明
な
り
（
立
言
占

い
か
に
も
営
時
の
あ
ら
ゆ
る
知
識
の
賓
庫
を
開
く
べ
き
閑
暇
と

便
宜
を
有
す
る
好
學
帝
王
心
文
化
享
受
の
姿
が
こ
の
語
に
寫
し

出
さ
れ
て
ゐ
る
。
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諸
涙
の
學
問
を
装
ね
學
べ
ば
自
ら
そ
０
長
短
を
知
り
う
る
。

　
　

諸
子
は
戦
國
に
興
り
文
集
は
二
漢
に
盛
ん
な
り
。
家
家
に

　

製
あ
り
、
人
人
に
集
あ
り
。
そ
の
美
な
る
者
は
以
て
情
志
を

　

叙
べ
風
俗
を
敦
う
す
る
に
足
り
。
、
そ
０
弊
た
る
者
は
祇
に
以

　

て
簡
撹
を
煩
は
し
後
生
を
疲
ら
し
む
。
往
者
既
に
積
み
来
者

　

未
だ
已
ま
で
。
足
を
制
げ
學
に
志
し
白
首
銅
ね
か
ら
す
。
或

　

は
昔
の
重
ん
千
る
所
に
し
て
今
反
っ
て
軽
ん
ぜ
ら
れ
、
今
の

　

重
ん
す
る
所
に
し
て
古
の
賤
む
所
な
り
。
あ
ｘ
我
が
後
生
博

　

遠
の
士
、
能
く
異
同
を
品
藻
し
蕪
旋
を
副
整
し
、
巻
に
瑕
砧

　

な
く
覧
に
遺
功
な
か
ら
し
め
ば
學
と
い
ふ
べ
し
（
立
言
占

　

流
恢
を
瀧
綜
す
る
と
共
に
そ
の
長
短
に
隨
ひ
そ
れ
を
整
理
し

系
統
づ
け
る
の
が
學
の
意
義
で
あ
る
。

　

吾
少
に
し
て
兵
書
を
讃
む
。
三
十
飴
年
捜
纂
数
千
、
止
一
峡

　

と
な
す
。
毎
華
領
哀
肯
さ
に
そ
の
中
に
あ
り
（
立
言
上
）

と
い
ふ
が
如
く
、
帝
り
好
學
も
輦
に
好
奇
心
に
終
っ
た
の
で
は

な
に
か
っ
た
。
識
見
の
重
硯
は
無
意
味
な
史
論
を
斥
け
て
ゐ
る
。

例
へ
ば
孔
文
雄
の
言
に
漢
高
咀
と
周
武
王
と
を
比
べ
、
前
者
に

鮮
瑞
多
き
を
以
て
優
れ
り
と
し
、
殷
揆
遠
が
、
魏
武
の
師
は
本

親
雄
に
由
り
漢
阻
の
起
る
は
気
兵
に
よ
る
故
に
魏
武
を
優
れ
り

と
し
、
蒋
子
通
が
漢
組
の
天
下
を
取
る
は
山
に
登
る
が
如
く
、

光
武
の
天
下
を
取
る
は
丸
を
走
ら
す
が
如
し
と
言
っ
た
諸
例
を

引
き
、
そ
の
議
論
の
浅
薄
看
る
に
足
ら
す
と
駈
し

　

凡
そ
か
く
の
如
き
例
、
書
あ
る
も
書
な
き
に
如
か
ず
。
こ
れ

　

を
燈
鐙
に
委
す
と
も
事
に
お
い
て
宜
と
な
す
（
立
言
上
）

と
い
ふ
。
漢
阻
と
光
武
と
の
優
劣
論
は
常
時
屡
々
闘
は
さ
れ
た

も
の
で
、
元
帝
は
曹
植
・
諸
葛
亮
・
仲
長
統
・
東
晋
簡
文
帝
の

前
説
七
列
し
、
最
後
に
「
世
岨
極
め
て
優
れ
り
」
と
の
自
説
を

掲
げ
て
ゐ
る
。
（
立
言
下
）

　

諸
家
の
學
説
の
研
究
理
解
、
そ
の
取
捨
と
系
統
づ
け
を
辿
っ

て
ゆ
き
逡
に
學
ぶ
者
の
識
見
の
厚
薄
が
顧
み
ら
れ
る
時
、
お
の

づ
か
ら
賓
践
の
領
域
に
入
り
、
い
か
な
る
規
範
に
隨
ひ
學
び
且

つ
行
ふ
べ
き
か
を
反
省
す
る
。
そ
の
規
範
に
叶
っ
た
人
は
卯
ち

君
子
と
ｉ
ふ
ぺ
き
で
あ
る
T
J

　

君
子
は
窮
に
邑
邑
た
る
た
く
賤
に
勿
勿
た
る
な
し
。
こ
れ
を

　

響
む
と
も
勧
を
加
へ
す
、
こ
れ
を
非
る
も
ヽ
訊
を
加
へ
す
、
外

　

内
の
分
を
定
め
、
槃
辱
の
心
を
夷
か
に
す
、
不
易
の
方
を
。
立

　

て
て
こ
こ
に
恒
あ
り
（
立
言
上
）

　

君
子
は
宴
安
を
以
て
鎬
毒
と
な
し
富
貴
を
不
幸
と
な
す
。
故

　

に
情
に
溺
る
る
者
は
月
満
の
飴
を
忘
れ
、
道
に
在
る
者
は
日

　

損
の
貴
た
る
を
知
る
。
…
…
玉
琢
か
ざ
れ
ば
器
を
成
さ
す
、
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人
學
ば
ざ
れ
ば
道
を
知
ら
す
。
も
し
天
縦
あ
り
と
雖
も
曾
て

　

學
術
な
く
ん
ば
獅
し
伯
牙
室
し
く
弾
じ
七
絃
な
く
と
も
則
ち

　

悲
ま
す
、
王
艮
轡
を
失
ひ
馳
馬
に
處
す
と
も
則
ち
疾
か
ら
ざ

　

る
が
若
し
。
晋
の
平
公
師
靉
に
問
ひ
て
曰
く
、
吾
年
已
に
老

　

い
た
り
。
學
将
・
た
晩
き
か
と
。
對
へ
て
曰
く
、
少
く
し
て
學

　

を
好
む
者
は
日
の
盛
陽
な
る
が
如
し
。
老
い
て
學
Ｆ
・
好
む
者

　

は
燭
を
秉
り
て
夜
行
す
る
が
如
し
と
。
こ
の
言
を
追
味
し
師

　

と
な
す
べ
し
（
立
言
上
）

先
づ
君
子
は
貴
賤
窮
達
褒
既
貧
富
に
對
し
て
恒
心
を
把
持
す
べ

き
こ
と
、
絶
え
ず
學
ぶ
べ
き
こ
と
、
等
を
説
き
つ
い
で
そ
９
誠

め
と
し
て
は

　

君
子
は
富
に
二
軽
を
去
り
四
重
を
取
る
べ
し
。
言
重
け
れ
ば

　

則
ち
法
あ
り
。
行
重
け
れ
ば
則
ち
徳
あ
り
。
貌
重
け
れ
ば
則

　

ち
威
あ
り
。
好
重
け
れ
ば
則
ち
観
あ
り
。
言
軽
け
れ
ば
罪
を

　

招
き
、
貌
軽
け
れ
ば
則
ち
辱
を
招
く
（
立
言
上
）

　

君
子
三
患
あ
り
。
未
だ
こ
れ
を
聞
か
ず
ん
ば
聞
く
を
得
ざ
る

　

を
恵
ふ
。
既
に
こ
れ
を
聞
け
ば
學
ぶ
能
ぱ
ざ
る
を
忠
ふ
。
既

　

に
こ
れ
を
學
ぺ
ば
行
ふ
能
は
ざ
る
を
恵
ふ
（
立
言
上
）

　

君
子
に
四
駈
あ
り
。
そ
の
位
あ
り
て
そ
の
言
な
き
は
君
子
こ

　

れ
を
恥
づ
。
そ
の
言
あ
り
て
そ
の
行
な
き
は
君
子
こ
れ
を
恥

　

づ
。
既
に
こ
れ
を
得
、
叉
こ
れ
を
失
ふ
。
君
子
こ
れ
を
耽
づ
。

　

地
餓
り
あ
り
て
民
足
ら
ざ
る
は
君
子
こ
れ
を
址
づ
（
立
言
上
）

　

君
子
は
狂
夫
の
言
を
取
り
、
萬
得
の
一
失
を
補
ふ
（
立
言
上
）

こ
れ
ら
何
れ
も
純
然
た
る
儒
家
の
口
吻
で
あ
る
。
か
っ
政
治
に

臨
む
者
の
心
得
と
し
て
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
用
心
０
必

要
を
論
じ
て
’
日
く

　
　
　
　
　
　
　

’
、

　

書
に
柵
す
、
立
功
立
事
、
以
て
永
年
君
子
の
用
心
た
る
べ
し

　

と
・
恒
に
須
く
臍
物
を
以
て
本
と
な
す
べ
し
。
ぞ
れ
に
加
ふ

　

る
に
立
功
を
以
て
し
こ
れ
に
重
ぬ
る
に
修
徳
を
以
て
す
れ
ば

　

あ
に
美
た
ら
す
や
（
立
言
下
）

　
　
　
　
　
　
　

、

　

夫
れ
目
秋
毫
直
察
し
て
華
嶽
を
見
ず
、
耳
宮
徴
を
蔀
き
雷
憲
・

　

を
聞
か
す
。
君
子
用
心
必
ず
須
く
普
か
る
べ
し
金
言
下
）

か
ｘ
る
用
心
に
つ
い
て
の
言
説
は
彼
死
身
帝
王
た
る
べ
き
地
位

に
お
か
れ
た
結
果
の
自
戒
で
あ
る
。

　

哲
人
君
子
淫
を
戒
め
冲
を
思
ふ
も
の
は
何
ぞ
や
。
政
は
以
て

　

堵
ざ
る
所
を
戒
鰹
し
、
聞
か
ざ
る
所
を
恐
畏
す
。
況
ん
や
そ

　

れ
こ
れ
よ
り
甚
し
き
者
を
や
。
そ
れ
深
宮
の
中
よ
り
生
れ
、

　

『
婦
人
の
手
に
長
す
。
・
憂
催
の
加
ら
ざ
る
所
、
寵
辱
の
未
だ
至

　

ら
ざ
る
所
、
こ
こ
に
副
院
よ
り
便
ち
邦
君
と
な
る
（
立
言
上
）

　

彼
に
在
っ
て
は
君
子
た
る
べ
き
資
格
は
人
主
た
る
べ
き
賓
格
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に
出
す
る
。
曰
く

　

主
に
三
悪
あ
り
、
文
徳
を
修
め
ず
し
て
武
功
を
尚
ひ
、
教
化

　

を
明
か
に
せ
す
し
て
任
刑
を
柱
ぐ
。
是
一
悪
な
り
、
妃
妾
百

　

を
以
て
散
へ
、
賢
首
旅
寡
多
し
。
是
二
悪
な
り
。
男
耕
聊
せ

　

す
、
女
紡
績
せ
す
、
梯
軸
既
に
空
し
く
田
喘
蕪
綸
。
こ
れ
三

　

悪
な
り
。
主
に
三
殆
あ
り
、
徳
に
倍
き
て
色
を
好
み
、
詔
訣

　

を
親
し
み
忠
直
を
遠
け
、
要
子
衆
多
、
嫡
嗣
立
っ
な
し
。
是

　

一
殆
な
り
。
蔽
刑
峻
法
、
是
二
治
な
り
、
犬
馬
黍
を
啖
ひ
、

　

民
精
髄
を
厭
か
す
、
是
三
殆
な
り
（
雑
記
下
）

彼
は
性
仁
弱
、
罪
閃
の
刑
せ
ら
れ
る
を
見
る
に
忍
び
な
か
っ
た

が
か
つ
て
法
三
章
に
擬
し
「
叛
者
は
死
、
附
か
ざ
る
者
は
死
、

泣
令
の
者
は
皐
に
抵
す
」
と
い
っ
た
。
（
立
言
上
）

　

君
子
た
る
の
道
を
家
に
移
し
國
に
及
ぼ
す
と
い
ふ
思
想
は
全

く
儒
家
に
従
っ
て
ゐ
る
が
、
所
謂
「
諸
家
の
説
は
済
世
各
々
方

あ
り
」
と
の
考
へ
で
、
政
治
に
は
「
一
明
一
晦
を
最
善
と
な
す
」

と
云
へ
る
如
き
、
ま
た
「
人
君
は
常
に
江
海
を
以
て
腹
と
な
し

林
叢
を
心
と
な
し
、
天
下
の
民
を
し
て
測
る
能
は
ざ
ら
し
む
べ

し
」
と
あ
る
如
き
法
家
的
乃
至
道
家
的
口
吻
を
し
ば
／
～
洩
ら

し
て
ゐ
る
の
が
注
意
さ
れ
る
。
（
立
言
下
）

　

宇
内
に
並
ぴ
な
き
地
位
と
天
真
の
才
藻
を
兼
ね
有
し
た
る
自

負
と
気
概
に
任
せ
て

　

周
公
没
し
て
五
百
年
、
孔
子
あ
り
。
孔
子
歿
し
て
五
百
年
、

　

太
史
公
あ
り
。
五
百
年
の
運
、
余
何
ぞ
敢
て
譲
ら
ん

と
叫
び

　

學
術
あ
ら
ず
ん
ば
何
を
以
て
か
器
を
成
さ
ん
。
川
溜
石
を
決

　

す
勉
め
ざ
る
べ
け
ん
や
。
馳
光
留
ら
す
、
逝
川
煥
忽
た
り
。

　

尺
畷
賓
に
非
ず
、
寸
陰
惜
む
べ
し
。
文
武
の
二
途
奴
に
儒
匹

　

を
得
○
”
゛
゛
゛
‘
荘
周
往
き
ね
、
嗣
宗
長
逝
す
。
吾
知
る
、
宇
宙

　

の
内
更
に
人
あ
る
哉
（
立
言
上
）

と
學
問
に
對
す
る
刺
隨
を
披
澄
し
、
多
少
街
っ
た
所
な
し
と
せ

す
、
ま
た
後
世
儒
者
を
し
て
不
遜
な
り
と
評
せ
七
め
た
五
百
年

の
運
の
言
も
、
六
朝
文
化
の
最
高
峰
に
立
ち
四
方
の
眺
望
を
撹

々
、
に
し
て
ゐ
た
彼
の
地
位
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
う
な
づ
け
ぬ
こ

と
は
な
い
。

　

生
也
涯
あ
り
、
智
也
涯
な
し
。
有
涯
の
生
を
以
て
無
涯
の
智

　

を
逐
ふ
。
余
将
に
養
性
養
榊
、
麟
を
金
槌
の
制
に
獲
ん
と
す

と
い
ふ
時
、
吾
等
は
謙
虚
な
る
文
化
の
愛
好
者
と
し
て
永
遠
の

價
値
に
向
っ
て
ゐ
る
帝
０
姿
を
見
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

四

　

太

　

清

　

の

　

胤

　

太
清
元
年
、
彼
は
廬
陵
威
王
紬
に
代
っ
て
再
び
荊
州
刺
史
と
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な
り
ご
刑
雍
湘
司
那
寧
梁
南
北
秦
九
州
諸
軍
一
渠
を
郡
督
し
た
。

　
　

荊
州
は
元
来
南
朝
の
國
防
上
の
要
地
で
あ
り
、
こ
ｏ
地
の
方
鑓

　
　

と
な
る
の
は
た
と
へ
順
を
逐
う
た
胆
進
と
は
い
へ
重
職
で
あ
る
。

　
　

殊
に
先
に
述
べ
た
如
く
北
方
の
脅
威
が
弼
く
掩
ひ
懸
っ
て
ゐ
る

　
　

際
、
こ
の
赴
任
は
彼
の
今
後
の
運
命
を
決
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

河
朔
六
鎬
の
鮮
嚇
箪
人
の
間
に
起
っ
た
叛
霞
の
渦
紋
は
梁
に
ま

　
　

で
波
及
し
て
き
た
。
い
ふ
迄
も
た
く
侯
景
が
東
魏
の
高
洋
の
許

　
　

を
去
っ
て
武
帝
に
投
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
謝
畢
・
周
弘
正
ら
先

　
　

紀
明
識
あ
る
諸
臣
ｏ
諌
に
従
は
す
、
搾
臣
朱
節
の
大
唐
な
勧
告

　
　

に
惑
は
さ
れ
、
武
帝
が
侯
景
に
大
将
箪
河
南
王
大
行
毫
の
柴
職

　
　

を
呉
へ
だ
の
は
こ
の
年
二
月
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
平
和
を
保
つ

　
　

て
ゐ
た
東
魏
と
の
間
に
再
び
戦
端
が
開
か
れ
侯
景
ら
梁
の
北
伐

　
　

軍
は
功
な
く
反
っ
て
彼
は
壽
陽
に
逃
れ
誄
り
、
梁
室
に
對
し
て

　
　

軍
費
を
強
要
す
る
に
至
っ
た
。
そ
れ
が
一
日
一
拒
絶
さ
れ
て
進
退

　
　

谷
っ
た
侯
景
は
忽
ち
そ
の
隠
し
て
ゐ
た
野
心
を
露
は
し
、
朱
算

　
　

を
誄
す
る
を
名
と
し
阜
兵
し
、
梁
の
宗
室
の
臨
賀
王
正
郷
を
擁

　
　

し
て
建
康
城
を
園
ん
だ
。
梁
武
は
寛
縦
の
治
を
行
ふ
こ
と
に
よ

　
　

っ
て
恩
顧
を
施
し
た
降
将
に
も
、
骨
肉
の
親
あ
る
一
部
宗
室
か

９

　

ら
も
反
か
れ
た
。
武
帝
の
鍾
愛
斜
め
な
ら
ざ
り
し
湘
東
王
は
こ

Ｊ

　

Ｘ
に
宗
室
の
盟
主
と
し
て
、
直
ち
に
部
内
を
戒
厳
し
、
督
す
る

所
の
湘
州
刺
史
河
東
王
春
・
雍
州
刺
史
岳
陽
王
管
・
江
州
刺
史

常
陽
王
大
心
・
部
州
刺
史
南
平
王
恪
ら
に
檄
を
移
し
兵
を
我
し

建
康
入
援
を
聾
明
し
、
ま
づ
世
子
方
等
及
び
竟
陵
太
守
王
冊
荊

を
し
て
各
々
一
萬
の
兵
を
将
ゐ
京
下
せ
し
め
、
つ
い
で
次
子
方

緒
を
留
め
親
ら
三
萬
の
軍
を
以
て
こ
れ
に
績
き
、
翌
三
年
二
月

武
城
に
駐
り
形
勢
を
伺
っ
た
。

　

貴
族
政
治
の
時
代
は
去
っ
て
武
力
解
決
０
時
機
と
な
っ
た
。

貴
族
的
教
養
豊
か
な
る
湘
束
王
は
今
や
軍
陣
０
主
帥
と
し
て
、

地
方
の
新
興
勢
力
た
る
武
人
を
手
足
と
し
た
け
れ
ば
た
ら
な
か

っ
た
。
王
冊
辨
及
び
や
Ｉ
″
く
れ
て
彼
の
幕
下
を
脈
し
た
陳
覇

先
は
共
に
蜃
勇
な
る
荊
楚
の
軍
隊
を
ひ
き
ゐ
た
猛
将
で
、
こ
れ

ら
軍
陣
が
荊
州
用
武
の
地
に
携
り
彼
を
戴
い
て
し
ば
し
の
間
梁

室
を
維
持
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
る
に
彼
を
は
じ
め
釆
援
せ

る
梁
の
宗
室
諸
王
は
相
互
に
反
目
嫉
朧
に
あ
け
く
れ
、
北
朝
Ｏ

兵
力
を
侍
み
と
す
る
者
な
ど
来
て
き
て
、
北
朝
の
南
朝
に
對
す

る
影
響
力
は
急
に
。
塀
大
し
た
。
諸
王
は
侯
１
　
の
軍
隊
を
恐
れ
て

容
易
に
進
撃
を
開
始
し
政
か
っ
た
。
『
こ
の
不
始
末
の
責
任
を
湘

東
王
は
逃
る
べ
き
で
は
な
か
ら
う
。
一
方
建
康
の
守
将
は
概
し

て
怯
諾
で
士
卒
の
無
能
無
規
律
た
る
様
も
来
援
軍
に
劣
ら
な
い
。

包
園
さ
れ
る
こ
と
日
に
久
し
く
士
民
困
康
し
三
月
城
陥
り
、
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侯
景
は
武
帝
及
太
子
綱
と
會
見
し
詔
を
矯
り
来
援
軍
の
解
散
を

命
じ
た
。
諸
王
は
各
自
勝
手
に
任
地
に
引
き
上
げ
た
の
で
、
湘

東
王
は
四
月
室
し
く
江
陵
に
餉
り
、
世
子
方
等
か
ら
の
形
勢
急

迫
の
報
に
よ
り
城
の
周
園
七
十
里
に
柵
を
築
き
塹
を
掘
っ
た
。

従
来
南
朝
で
延
々
建
康
政
府
に
對
抗
す
る
軍
閥
の
根
球
地
と
な

っ
た
荊
州
は
建
康
が
北
方
軍
閥
に
左
右
さ
れ
る
様
に
な
っ
た
今

で
は
南
朝
残
存
勢
力
の
中
心
地
と
な
っ
た
。

　

悲
運
は
次
々
と
梁
宗
一
族
を
襲
っ
だ
。
食
糧
難
の
毬
康
城
で

事
々
に
侯
景
に
制
せ
ら
れ
質
憑
や
る
か
た
な
か
っ
た
武
帝
は
三

年
五
月
、
悲
痛
な
最
期
を
遂
げ
、
太
７
　
綱
は
鳴
咽
の
弊
を
洩
ら

さ
す
、
賓
徐
な
き
帝
位
を
つ
ぎ
、
民
戸
凋
零
せ
る
三
哭
一
帯
を

琥
令
し
た
。
こ
れ
よ
り
さ
き
、
太
子
舎
人
蕭
詔
が
も
た
ら
し
た

武
帝
の
密
詔
に
よ
り
、
恢
黄
銭
大
都
督
中
外
諸
軍
事
司
徒
承
制

と
な
っ
た
湘
京
王
は
、
富
然
簡
文
帝
の
在
位
を
認
め
ず
、
太
清

０
年
胱
を
改
め
ず
、
諸
王
に
兵
を
徴
し
て
復
囃
の
師
を
起
さ
ん

と
し
た
。
し
か
る
に
河
東
王
春
は
彼
０
命
を
奉
ぜ
す
兵
員
を
提

供
す
る
を
肯
ん
ぜ
す
、
元
帝
の
派
し
た
世
子
方
等
の
軍
と
戦
ひ

彼
を
敗
死
せ
し
め
た
。
四
川
で
は
彼
の
弟
武
陵
王
紀
が
既
に
自

立
し
襄
陽
の
岳
陽
王
督
は
西
魏
の
附
庸
と
な
り
、
彼
を
攻
め
た

が
、
。
元
帝
は
勇
将
王
鮒
解
を
再
び
登
庸
し
、
南
支
の
鋭
卒
を
命

ゐ
る
始
興
太
守
陳
覇
先
と
共
に
こ
れ
に
富
ら
せ
た
。
一
方
翌
年

二
月
西
魏
と
國
交
を
修
し
、
五
月
長
沙
に
よ
る
河
東
王
を
檎
殺

し
、
始
め
て
武
帝
の
衷
を
疲
し
檀
を
刻
み
そ
ｏ
像
を
造
り
亘
稲

殿
に
安
ａ
し
こ
れ
に
勤
事
し
孝
情
を
示
し
た
。
か
く
て
父
帝
ｏ

像
に
復
扉
を
誓
ひ
、
那
州
の
郡
陵
王
帖
ら
と
共
に
義
兵
を
あ
げ

北
斉
と
も
修
好
し
王

　

陳
二
将
を
始
め
徐
文
盛
・
胡
檜
砧
・
陸

法
和
の
諸
将
を
し
て
武
昌
・
巴
陵
に
侯
景
の
軍
を
敗
っ
た
。
侯

景
は
こ
の
時
既
に
簡
文
帝
を
慶
し
慄
章
王
棟
を
奉
じ
て
ゐ
た
が
、

形
勢
不
利
と
見
て
簡
文
帝
以
下
の
宗
室
を
殺
害
し
自
ら
帝
位

に
印
い
た
。
元
帝
は
こ
れ
ま
で
宗
室
の
南
串
王
恪
は
じ
め
群
臣

の
再
々
の
勧
進
を
う
け
た
が
瓦
寇
未
だ
亡
び
ざ
る
を
以
て
帝
を

柵
す
る
を
屑
と
し
な
か
っ
た
ら
し
い
。
白
茅
鴻
頭
血
を
徴
っ
て

回
ひ
あ
っ
た
王
偕
解
・
陳
覇
先
二
将
は
建
康
を
陥
れ
、
侯
景
を

斬
っ
た
。
か
く
て
承
聖
元
年
十
一
月
、
湘
東
王
は
愈
々
江
陵
で

帝
位
に
印
き
、
長
江
沿
岸
の
狭
小
な
地
域
を
支
配
し
た
。
民
戸

籍
に
著
く
者
僅
か
三
萬
こ

し
て
ゐ
る
。
建
康
で
は
北
斉
の
眼
力
が
加
り
、
王
枡
欝
ら
の
主

力
部
稼
は
侯
景
亡
ぶ
と
雖
も
俄
か
に
こ
Ｉ

は
行
か
な
か
っ
た
。

　

こ
ん
な
次
第
で
元
帝
は
そ
の
股
肱
の
将
軍
か
ら
離
れ
て
空
虚
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な
る
江
陵
城
を
、
御
し
難
き
荊
楚
の
軍
勢
を
亭
ゐ
。
で
守
ら
ざ
る

　
　

を
得
な
か
っ
た
。
元
帝
に
と
っ
て
畏
気
べ
く
怨
む
べ
き
は
か
っ

　
　

て
彼
が
襄
陽
の
短
狐
と
凱
刺
し
た
岳
陽
王
が
強
敵
西
魏
の
兵
力

　
　

を
楯
と
し
七
彼
の
居
城
を
硯
っ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
西
魏

　
　

は
南
朝
勢
力
の
四
分
五
裂
の
様
に
乗
じ
既
に
江
北
の
土
地
を
奪

　
　

っ
て
ゐ
た
が
ヽ
吏
に
尉
遅
廻
を
し
て
武
陵
王
を
破
っ
て
刄
を
占

　
　

領
せ
し
め
た
。
梁
釜
の
占
抹
を
待
っ
て
魏
将
于
謹
の
率
る
精
騎

　
　

は
漢
水
泡
潜
り
江
陵
に
殺
到
し
た
。
承
聖
三
年
十
一
月
、
主
将

　
　

胡
伶
砧
以
下
、
江
陵
城
の
将
士
は
防
備
を
固
め
、
一
方
四
方
の

　
　

援
軍
を
急
募
し
か
。
元
帝
自
ら
馬
に
乗
り
柵
を
巡
り
、
警
備
状

　
　

況
を
観
察
し
夜
に
至
り
寺
院
、
民
家
に
泊
る
こ
と
も
延
々
で
あ

　
　

っ
た
。
こ
の
頃
ま
で
説
帝
は
龍
光
殿
に
老
子
を
講
じ
、
戎
服
の

　
　

将
士
を
し
て
起
請
さ
せ
學
慈
に
對
す
る
去
り
が
た
い
言

　
　

を
示
し
て
。
ゐ
た
。
正
に
彼
の
抱
負
た
る
「
文
武
二
途
並
び
に
濤

　

。
匹
を
得
ん
」
と
欲
し
た
も
の
ゝ
如
く
で
あ
る
。
馬
上
に
詩
を
賦

　
　

し
、
吊
を
裂
い
て
王
鮒
聊
の
来
援
を
促
し
た
が
、
時
非
に
し
て

　
　

梁
軍
の
諸
管
の
死
傷
者
夥
し
く
、
か
っ
城
中
に
失
火
あ
り
、
多

　
　

敷
の
婦
人
が
軍
法
の
責
任
を
問
は
れ
て
刑
や
ら
れ
た
。
か
ゝ
る

Ｉ

　

悲
惨
事
に
っ
ご

○
″

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　
　

’

３

　

す
る
と
共
に
内
通
者
は
敵
軍
を
西
門
に
導
き
入
れ
、
大
初
こ
Ｘ

に
決
し
た
。
し
か
も
最
期
の
時
ま
で
城
中
の
士
気
振
ひ
、
南
支

出
身
の
勇
士
は
善
く
北
秋
の
精
騎
と
死
闘
し
た
の
で
あ
っ
た
。

日
暮
れ
て
兵
散
じ
、
帝
は
東
閣
竹
殿
に
入
り
、
舎
人
高
善
賓
を

し
て
古
今
圖
書
十
四
萬
巻
を
焚
き
自
ら
そ
の
火
中
に
躍
り
入
ら

ん
と
し
た
。
宮
人
に
留
め
ら
れ
賓
剣
を
以
て
往
を
研
る
と
刄
こ

ぼ
れ
た
。
’
歎
じ
て
曰
く

　

。
文
武
の
道
今
夜
書
き
ね

　

城
を
出
で
遁
走
す
る
様
に
勤
め
た
者
も
あ
っ
た
が
帝
は
馬
術

巧
み
な
ら
す
そ
の
決
心
を
鈍
ら
せ
、
逡
に
岳
陽
王
・
于
謹
の
前

に
屈
辱
七
惑
ん
で
降
參
せ
ね
ば
な
ら
た
か
っ
た
。
何
故
書
を
焚

き
し
や
と
問
は
れ

　

讃
１
　
萬
巻
、
獅
今
日
あ
り
、
故
に
こ
れ
を
焚
け
り

と
答
へ
た
。
悲
。
劇
的
な
帝
の
生
涯
は
こ
Ｉ
に
終
る
。
辛
未
の
日
、

帝
は
魏
人
に
殺
害
さ
れ
津
陽
門
外
に
葬
ら
れ
た
。
陳
覇
先
が
擁

立
し
た
彼
の
皇
子
方
智
は
ま
も
た
く
覇
先
に
位
を
暉
っ
だ
が
、

陳
の
勢
力
も
も
は
や
そ
れ
以
前
の
南
朝
諸
朝
に
及
ば
な
か
っ
た
。

北
朝
の
君
鹿
は
南
朝
貴
族
制
を
顛
覆
し
、
江
南
佳
麗
の
文
化
は

北
方
の
力
に
包
ま
れ
て
の
み
存
続
し
た
。
文
武
全
材
を
余
有
せ

ん
と
し
て
成
ら
ざ
り
し
元
帝
０
一
。
生
は
か
ｉ
る
時
代
の
流
れ
の

縮
圖
と
し
て
理
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
（
を
は
ｈ
こ

61-


