
492 

王
沈
の
無
念
の
思
い
が
惇
わ
っ
て
く
る
が
、
郷
品
や
官
職
の
獲
得
の
前
提
と
な

る
人
物
評
債
は
清
談
や
請
託
の
み
な
ら
ず
、
権
門
勢
{
家
の
子
弟
で
さ
え
も
「
承

籍
」
に
よ
り
、
よ
り
よ
き
「
名
」
を
求
め
て
い
た
熱
か
ら
、
改
め
て
貴
族
制
の

本
質
が
郷
論
に
源
を
設
す
る
人
物
評
債
に
あ
る
貼
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
河
獄
」

|

|
宋
代
の
環
境
行
政
と
慶
暦
黛
字
1
1
4

遺

藤

隆

俊

北
宋
の
仁
宗
慶
暦
八
(
一

O
四
八
〉
年
に
、
黄
河
は
奮
来
の
河
道
を
離
れ
て

北
流
し
た
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る

「
一
商
一
胡
河
道
」
で
あ
り
、
宋
朝
の
政
府
部
内
で

は
そ
の
針
策
を
め
ぐ
っ
て
数
多
く
の
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。
例
え
ば
買
昌
朝
の

「京
東
故
道
」
案
、
李
仲
昌
の
「
六
塔
河
・
横
隅
故
遁
」
案
、
欧
陽
修
の
「
一
商

胡
河
道
」
案
な
ど
が
あ
り
、
彼
ら
は
黄
河
の
本
流
を
ど
こ
に
定
め
る
か
で
大
き

く
針
立
し
た
。
最
終
的
に
は
宰
相
の
文
彦
博
と
富
弼
が
欧
陽
修
の
大
反
則
到
を
押

し
切
っ
て
李
案
を
採
用
し
、
「
六
塔
河
」
の
開
撃
工
事
が
始
め
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
工
事
は

一
日
の
う
ち
に
失
敗
し
、
多
く
の
犠
牲
者
を
出
し

て
し
ま
っ
た
。
そ
の
政
治
責
任
を
め
ぐ
っ
て
起
こ
さ
れ
た
裁
判
が
「
河
獄
」
で

品める。と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
河
獄
」
と
は
制
度
的
に
は
い
わ
ゆ
る
「
詔
獄
」
の
一
つ

で
あ
り
、
嘉
祐
元
(
一

O
五
六
)
年
に
河
北
鐙
量
安
撫
使
韓
絡
の
進
言
に
よ
っ

て
温
州
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
取
り
調
べ
に
あ
た
っ
て
は
蓋
諜
官
ら
が

骨
園
地
へ
波
遣
さ
れ
、
被
疑
者
の
李
仲
昌
も
そ
こ
へ
迭
ら
れ
て
裁
判
刊
に
か
け
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
裏
側
で
は
自
案
を
演
さ
れ
た
責
昌
朝
が
、
こ
の
機

舎
を
利
用
し
て
政
敵
の
文
・
富
ら
を
失
脚
に
追
い
込
も
う
と
ね
ら
っ
て
い
た
。

結
局
、
宰
相
の
政
治
責
任
ま
で
は
問
わ
れ
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
た
が
、
こ
の
疑

獄
事
件
を
還
し
て
黄
河
の
治
水
に
針
す
る
宋
朝
政
府
の
姿
勢
は
も
と
よ
り
、

「慶
暦
黛
争
」
以
来
の
政
官
界
の
構
図
と
そ
の
繁
化
、
さ
ら
に
は
蔓
諌
・
宣
宮

を
巻
き
込
ん
だ

「詔
獄
」
の
あ
り
方
な
ど
宋
代
史
を
彩
る
様
々
な
政
治
的

・
制

度
的
特
質
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

民
初
江
蘇
省
に
お
け
る
認
摘
制
度
と
輩
金
改
革

金

子

肇

鐙
金
の
徴
枚
方
法
は
、
「
散
牧
」
と

「
認
指
」
(
あ
る
い
は

「
認
税
」
)
と
に

分
か
れ
る
。
麓
金
局
が
直
接
商
人
よ
り
鐙
金
を
徴
枚
す
る
散
牧
に
制
到
し
て
、
認

摘
は
主
に
同
業
園
陸
が
箆
金
局
と
貨
物
の
税
額
を
交
渉
し
、
協
定
し
た
税
額
の

徴
枚
を
官
に
代
わ
っ
て
請
け
負
う
制
度
で
あ
る
。
認
揖
を
許
さ
れ
た
貨
物
は
謹

金
局
の
検
査
を
受
け
ず
自
由
に
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
認
摘
額
を
散
収

税
額
よ
り
低
く
抑
え
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
、
商
人
に
と
っ
て
は
極
め
て
有
利

で
あ
っ
た
。
一
方
、
官
側
に
と
っ
て
も
、
徴
税
経
費
の
負
捨
を
軽
減
で
き
る
な

ど
、
認
措
制
度
に
は
歎
迎
す
べ
き
利
貼
が
あ
っ
た
。

民
園
成
立
後
の
江
蘇
省
(
と
く
に
江
南
蘇
扇
〉
で
は
、
上
海
を
中
心
と
し
て

重
要
一
商
品
の
鐙
金
は
概
ね
認
掲
制
度
に
よ
っ
て
徴
枚
さ
れ
て
い
た
。
雷
同
初
、
省

首
局
は
こ
の
朕
況
を
容
認
し
て
い
た
が
、
次
第
に
認
摘
制
度
に
削
到
す
る
監
督
強

化
を
打
ち
出
し
始
め
、
さ
ら
に
亥
世
凱
政
権
に
よ
っ
て
中
央
直
属
の
園
税
廃
簿

備
庭
が
設
置
さ
れ
る
と
、
認
摘
出
制
度
の
慶
止

(
散
枚
化
)
が
産
鈴
雨
税
併
徴
、
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落
地
税
賓
施
等
の
盤
金
改
革
を
伴
い
繰
り
返
し
試
行
さ
れ
て
い
っ
た
。
し
か

し
、
こ
う
し
た
政
府
の
施
策
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
認
掲
制
度
は
つ
い
に
慶
止
さ

れ
る
こ
と
な
く
、
案
政
権
以
降
も
存
績
し
て
い
く
。

小
報
告
の
課
題
は
、
以
上
の
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
上
海
を
中
心
と
し
た
認

指
制
度
の
賓
態
を
踏
ま
え
つ
つ
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。
考
察
に
際
し
て
は
、

認
揖
制
度
を
同
業
函
鰻
に
よ
る
同
業
者
統
制
、
子
口
税
制
度
、
あ
る
い
は
上
海

に
お
け
る
租
界
の
存
在
と
も
絡
め
な
が
ら
論
じ
た
い
。

十
七
世
紀
初
頭
の
中
央
ア
ジ
ア
に
お
け
る

死
地
蘇
生
文
書
に
つ
い
て

磯

貝

健
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本
震
表
で
は
、
愛
表
者
が
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
園
留
皐
中
に
入
手
し
た
、

こ
れ
ま
で
中
央
ア
ジ
ア
史
研
究
に
お
い
て
殆
ど
用
い
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
死
地

蘇
生
文
書
と
い
う
史
料
を
、
そ
の
ベ
ル
シ
ア
語
テ
キ
ス
ト
の
解
穣
と
文
書
書
式

の
検
討
に
重
黙
を
お
き
な
が
ら
紹
介
す
る
。
イ
ス
ラ
ム
法
に
お
い
て
死
地
と

は
一
般
に
誰
の
所
有
下
に
も
置
か
れ
て
い
な
い
荒
蕪
地
を
指
し
、
死
地
蘇
生

c
f
u
弘
巳
・
目
印
唱
曲
。
と
は
こ
う
し
た
荒
蕪
地
を
農
地
と
し
て
再
生
す
る
行
震

を
示
す
が
、
注
目
す
べ
き
は
蘇
生
し
た
土
地
が
蘇
生
者
の
私
有
地
に
拙
開
化
す
る

こ
と
で
あ
る
。
文
書
は
大
き
く
二
つ
の
部
分
に
分
か
た
れ
、
前
半
部
で
は
蘇
生

封
象
で
あ
る
土
地
が
イ
ス
ラ
ム
法
で
定
め
ら
れ
た
死
地
の
篠
件
に
適
合
す
る
こ

と
な
ど
、
こ
の
文
書
で
扱
わ
れ
る
死
地
蘇
生
行
信
用
の
法
的
有
数
性
を
確
定
す
る

た
め
の
形
式
的
文
言
が
連
ね
ら
れ
る
。
一
方
、
後
宇
部
は
末
尾
を
敏
い
て
い
る

が
、
残
存
す
る
箇
所
を
見
る
限
り
で
は
死
地
蘇
生
を
寅
行
す
る
う
え
で
蘇
生
者

が
直
面
し
た
難
事
や
そ
の
奇
跡
的
な
解
決
な
ど
を
侍
え
る
一
種
の
設
話
形
式
を

と
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
蘇
生
者
が
直
面
し
た
難
事
と
は
、
蘇
生
制
到
象
地
の

濯
海
に
用
い
る
運
河
開
制
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ム
法
上
、
死
地

蘇
生
と
い
う
行
震
の
中
心
を
占
め
る
の
は
蘇
生
封
象
地
を
濯
甑
す
る
た
め
の
水

利
施
設
を
建
設
す
る
こ
と
で
あ
り
、
設
話
形
式
を
と
る
本
文
書
後
牟
部
も
、
難

事
業
を
途
行
し
た
蘇
生
者
を
賞
賛
す
る
た
め
の
み
で
な
く
、
件
の
死
地
蘇
生
行

震
の
法
的
有
数
性
を
強
調
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
次
立
憲
制
期
の
オ
ス
マ
ン
海
運

1

1
官
営
汽
船
の
民
営
化
を
め
ぐ
っ
て
|

|
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松

香

織

十
九
世
紀
中
葉
以
降
汽
船
時
代
の
到
来
に
伴
い
、
オ
ス
マ
ン
政
府
は
、
自
園

海
運
の
近
代
化
と
針
外
自
立
と
を
め
ざ
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
フ
ラ
ッ
グ
の
育
成

に
乗
り
出
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
あ
り
ょ
う
を
め
ぐ
っ
て
は
、
山
富
初
か
ら
民
営

を
主
張
す
る
商
業
・
公
共
事
業
省
と
園
管
に
固
執
す
る
海
軍
省
と
の
聞
で
激
し

い
論
議
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
そ
の
背
景
に
は
ム
ス
リ
ム
・
ト
ル
コ
系
エ
リ
ー
ト

と
非
ム
ス
リ
ム
系
の
経
済
官
僚
・
資
本
家
と
い
う
こ
つ
の
勢
力
の
樹
立
が
あ
っ

た
ア
ブ
デ
ュ
ル
ハ
ミ
ト
二
世
の
専
制
期
に
は
、
こ
の
ス
ル
タ
ン
の
厚
い
信
頼
を

得
た
海
軍
大
臣
ハ
サ
ン
・
ヒ
ュ
ス
-
一
ュ
・
パ
シ
ャ
の
下
で
、
前
述
の
海
運
企
業

は
海
軍
の
直
轄
下
に
置
か
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
関
目
標
と
し
て
い
た
成


