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第
十
九
析

漢
賦
の
叙
述
は
ー
完
成
者
と
し
て
の
司
馬
相
加
に
そ
の
重
鮎
を
お

-
が
ー
注
目
す
べ
き
こ
と
は
'
宋
玉
の
風
賦
を
手
が
か
り
と
し
て
の
.

べ
ら
れ
る
鞍
賦
の

一
般
的
な
性
格
に
つ
い
て
で
あ
る
o
即
ち
ー
賦
の

主
要
な
機
能
は
叙
べ
る
こ
と
で
あ
る
が
､
そ
の
人
物
や
風
物
の
純
粋

な
描
寓
と
共
に
ま
た
教
訓
戒
告
と
い
う
遺
徳
的
意
義
を
そ
の
目
的
と

し
て
持
っ
て
お
り
､
そ
の
二
つ
の
何
れ
に
詩
人
自
身
の
垂
鮎
が
あ
る

か
ー
な
か
な
か
見
定
め
が
た
い
ば
あ
い
が
多
い
と
い
う
｡
例
え
ば
論

争
の
形
を
と
る
ば
あ
い
な
ど
に
も
ー
そ
の
.何
れ
に
詩
人
の
立
場
が
あ

る
か
は
単
な
る
遺
徳
的
判
断
に
よ
っ
て
は
に
わ
か
に
決
L
が
た
い
も

の
が
あ
る
と
し
て
､
楊
雄
の
長
楊
賦
や
枚
乗
の
七
章
に
つ
い
て
そ
の

諭
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
鮎
の
叙
述
は
特
に
生
彩
の
あ

る
部

分
で
､
そ
の
主
張
は
も
は
や
賦
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
中
国
文
学
の

全
鰹
に
も
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
ー
示
唆
的
な
大
き
な
意
味
を
持
つ

と
思
わ
れ
る
｡
漢
賦
の
あ
と
に
は
､
大
風
歌
以
下
の
楚
歌
と
禦
府
詩

と
に
つ
い
て
の
略
述
が
あ
る
が
ー
紙
幅
も
こ
え
た
こ
と
で
､
省
略
す

る
｡以

上
で
､
簡
単
な
が
ら
､
こ
の
書
物
の
特
殊
性
と
新
鮮
味
と
に
つ

い
て
の
重
鮎
的
な
記
述
を
終
わ
る
｡
こ
の
書
が
凡
庸
な
概
説
書
で
な

い
こ
と
は
､
よ
く
理
解
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
思
う
｡
総
括
的
な
鼠
野

の
廉
さ
と
共
に
個
別
的
な
問
題
に
つ
い
て
の
鋭
い
示
唆
に
富
む
孝
吉

も
随
所
に
み
ら
れ
る
か
ら
ー
ひ
ろ
く
学
界
を
益
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
ー
特
に
欧
米
の
学
界
に
封
し
て
は
､
そ
の

今
後
の
車
展
の
う
え
で
大
き
な
貢
厳
を
と
げ
て
い
く
で
あ
ろ
う
こ
と

は
明
白
で
あ
る
｡
な
お
巻
頭
の
ド

･
バ
リ
ー
教
授
の
前
言
に
よ
る
と
､

こ
の
書
は
ー

コ
ロ
ソ
ビ
ア
大
学
の
東
洋
学
委
員
合
に
よ
っ
て
企
著
さ

れ
た
東
洋
思
想

･
文
学
入
門
叢
書
の
第

一
肘
と
し
て
出
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
｡
同
委
員
合
は
､
現
在
ア
メ
リ
カ
屈
指
の
活
動
を
行
な
っ
て

い
る
が
ー
こ
れ
に
つ
づ
く
良
書
が
梧

々
と
刊
行
さ
れ
る
こ
と
を
期
待

し
た
い
O

(東
北
大
学

金
谷

治
)
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小
尾
郊

一
｢
中
国
文
学
に
現
わ
れ
た
自
然
と
自
然
観

!

中
世
文
学
を
中
心
と
し
て
ー

｣

東
京

岩
波
書
店

一
九
六
二
年
十

一
月

六
五
〇
頁

こ
の
書
物
は
ー
著
者
の
六
朝
文
撃
に
関
す
る
長
年
の
研
究
の
成
果

で
あ
り
ー
集
大
成
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
っ
て
､
そ
の
後
記
に
も
見



え
る
よ
う
に
､
過
去
十
数
年
に
わ
た
っ
て
各
誌
に
吏
表
し
て
こ
ら
れ

た
九
篤
に
及
ぶ
論
文
を
骨
子
と
し
て
出
来
あ
が
っ
た
も
の
で
あ
る
｡

著
者
は
ー
ま
ず
序
章

｢観
音
文
学
に
さ
き
だ
つ
自
然
の
叙
述
｣
に
お

い
て
､
詩
経
､
楚
軒
､
漢
購
､
古
詩
十
九
首
な
ど
で
､
ど
の
よ
う
な

種
類
の
自
然
が
詠
み
こ
ま
れ
て
乗
た
か
を
簡
単
に
概
観
し
た
あ
と
､

第

一
章

｢
貌
晋
文
学
に
現
わ
れ
た
自
然
と
自
然
観
｣
で
､

〝
悲
秋
〃

の
詩
の
塾
生
と
定
着
､
及
び
隠
遁
思
想
の
流
行
に
よ
っ
て
､
自
然
へ

の
親
し
み
が
博
し
､
次
第
に
自
然
そ
の
も
の
を
遊
柴
の
場
所
と
す
る

考
え
が
出
て
き
た
こ
と
を
ー
豊
富
な
資
料
に
よ
っ
て
詳
論
さ
れ
る
0

第
二
幸

｢
南
朝
文
学
に
現
わ
れ
た
自
然
と
自
然
観
｣
で
は
､
山
水
詩

の
標
職
を
打
ち
建
て
た
謝
蛋
運
や
謝
桃
を
中
心
と
す
る
､
詩
に
あ
ら

わ
れ
た
自
然
描
寓
の
特
徴
､
及
び
ー
常
時
盛
ん
に
つ
く
ら
れ
た
山
水

遊
記
な
ど
､
散
文
に
あ
ら
わ
れ
た
自
然
描
寓
の
特
徴

(後
者
の
場
合

は
'
今
は
散
伏
し
て
し
ま
っ
た
賀
料
の
復
原
と
比
較
に
む
し
ろ
歪
鮎
が
お
か

れ
て
は
い
る
の
だ
が
)
が
､

こ
れ
ま
た
豊
富
な
資
料
に
よ
っ
て
述
べ
ら

れ
ー
あ
わ
せ
て
､
常
時
の
か
か
る
文
献
に
頻
繁
に
あ
ら
わ
れ
る
｢賞
｣

の
字
が
､
過
去
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
､
常
時
ど
の
よ
う
な
意
味
で

使
わ
れ
て
い
た
か
な
さ
ぐ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
自
然
鑑
賞
の
態
度
が

苦

評

ど
の
よ
う
に
遷
り
襲
っ
て
い
っ
た
か
な
詳
細
に
論
謹
さ
れ
る
｡
第
一二
鮎

章

｢
北
朝
文
学
に
現
わ
れ
た
自
然
と
自
然
観
｣
で
は
ー
王
裏
､
庚
信

を
中
心
に
､
か
つ
て
は
南
朝
文
学
の
培
い
手
だ
っ
た
人
た
ち
が
､
北

方
的
な
自
然
を
ど
の
よ
う
に
措
寓
し
た
か
を
ご
く
簡
単
に
概
観
さ
れ

る
｡
し
か
し
こ
の
方
面
に
関
す
る
論
文
は
過
去
車
表
し
て
お
ら
れ
な

い
こ
と
も
あ
っ
て
､
さ
か
れ
た
分
量
は
わ
ず
か
二
七
頁
し
か
な
く
､

こ
の
章
は
､

一
筋
の
書
物
と
し
て
の
鮭
裁
な
と
と
の
え
る
た
め
に
お

か
れ
た
だ
け
の
も
の
で
あ
ろ
う
｡
最
後
の

｢
結
語
｣
で
は
､
六
朝
時

代
に
つ
ち
か
わ
れ
た
自
然
鑑
賞
の
文
学
が
､
唐
代
以
後
ど
の
よ
う
に

経
承
さ
れ
襲
化
し
て
い
つ
た
か
が
､
略
述
さ
れ
る
｡

こ
の
書
物
の
輪
廓
は
大
鮭
以
上
の
如
く
で
あ
っ
て
ー
著
者
の
力
鮎

は
､
も
っ
ぱ
ら
第

一
章
と
第
二
章
に
お
か
れ
て
い
る
O
叙
述
が
多
少

片
寄
っ
た
り
､
重
複
し
た
り
､
或
い
は
不
十
分
で
あ
っ
た
り
す
る
部

分
が
､
ま
ま
見
う
け
ら
れ
る
け
れ
ど
も
ー
こ
れ
は
本
書
の
成
り
立
ち

か
ら
い
っ
て
､
ま
ず
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
と
こ
ろ
で
､

本
書
の
章
を
追
っ
て
の
詳
し
い
紹
介
と
批
評
は
､
す
で
に
高
木
正

一

氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で

(｢立
命
尉
文
畢
｣
一
九
六
三
年
四
月

鋸
)
､
こ
こ
で
は
た
だ
私
が
こ
の
書
物
を
讃
ん
で
得
た
卒
直
な
感
想
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肌

や
疑
問
を
い
く
つ
か
綴
る
こ
と
の
み
に
止
め
た
い
｡

以
下
に
草
す
る

文
は
､
著
者
の
意
固
せ
ら
れ
た
本
筋
と
は
多
少
か
け
は
な
れ
た
り
ヾ

或

い
は
的
は
ず
れ
の
こ
と
に
わ
た
る
か
も
し
れ
な
い
が
､
あ
ら
か
じ

め
お
許
し
を
願
っ
て
お
き
た
い
｡

さ
て
本
書
が
も
つ
.最
も
大
き
な
特
色
は
ー
何
と
い
っ
て
も
､
著
者

が
多
年
に
わ
た
っ
て
た
ん
ね
ん
に
集
め
ら
れ
た
資
料
を
､
殆
ん
ど
網

羅
的
に
引
用
紹
介
し
て
お
ら
れ
る
鮎
に
あ
る
｡
蘭
亭

詩
に
関
す
る
資

料
や
､
各
種
山
水
遊
記
類
の
断
片
の
蒐
集
な
ど
ー
こ
れ
だ
け
で
も
本

書
の
も
た
ら
し
た
功
績
は
大
き
く
､
こ
の
方
面
で
の
従
来
の
文
学
史

の
空
自
を
う
ず
め
る
に
足
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
賞
心
､
貰
愛
な

ヽ

ど
と
い
う
時
に
使
わ
れ
る
賞
字
の
意
味
を
さ
ぐ
り
､
ひ
い
て
は
六
朝

時
代
の
自
然
美
鑑
賞
の
態
度
を
さ
ぐ
る
た
め
に
集
め
ら
れ
た
数
多
く

の
賞
字
の
用
例
な
ど
､
こ
れ
を

l
つ
l
つ
読
ん
で
ゆ
く
だ
け
で
~
も

は
や
著
者
の
目
的
は
十
分
に
達
成
さ
れ
て
い
る
､
と
感
ぜ
ら
れ
る
｡

お
び
た
だ
し
く
引
か
れ
る
資
料
は
､
註
樺
や
解
説
を
加
え
ら
れ
る
こ

と
は
殆
ん
ど
な
い
け
れ
ど
も
､
お
お
む
ね
懇
切
丁
寧
な
訓
読
が
ほ
ど

こ
さ
れ
､
大
鮭
の
意
味
は
つ
か
め
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
｡
例

し
ね
い

し
よ

よ
ぎ

え
ば
､
謝
塞
運
の
｢
始

率

の

壁

に

過

る

｣
詩
を
引
か
れ
た
場
合
の

一

部
室

が
せ
ば
､
次
の
如
く
で
あ
る

(
l
六
hハ
正
)
O

あ
る

の
ぽ

く
だ

ぎ
わ

山
行
き
し
て

登
り
頓
り
な
窮
め

_Rた

く
ま
わ

水
捗
り
し
て

洞
滑
を
姦
く
す

汁
_R

か
さ
な

巌
は

蛸
し
く
し
て
嶺

は
欄
重
り

めぐ

う
ち
つづ

洲
は
紫
り
て
渚
は
連
綿
く

と
こ
ろ
で
､
著
者
が
こ
の
六
百
頁
を
越
す
大
筋
の
な
か
で
､
終
始

一
質
し
て
と
っ
て
お
ら
れ
る
､
い
わ
ば
資
料
第

一
主
義
的
な
方
法
が
､

幾
多
の
面
で
大
き
な
成
果
を
収
め
得
た
こ
と
は
､
す
で
に
高
木
氏
の

書
評
で
も
解
れ
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
り
､
こ
こ
に
く
り
か
え
す
ま

で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
､
同
時
に
ま
た
私
は
､
著
者
の
と
ら
れ
た

こ
の
方
法
に
対
し
ー
卒
寓
に
3,
つ
て
ー
不
安
と
危
供
の
念
を
'
た
び

た
び
い
だ
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
資
料
の
網

羅
的
な
引
用
紹
介
に
著
者
の
力
が
そ
そ
が
れ
る
の
あ
ま
り
ー
そ
こ
か

ら
ひ
き
だ
さ
る
べ
き
批
評
な
り
結
論
な
り
が
､
と
も
す
れ
ば
表
面
的

な
現
象
を
大
づ
か
み
に
指
摘
さ
れ
る
に
止
ま
つ
壱

し
ま
う
た
め
に
ー

資
料
の
単
な
る
羅
列
に
終
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
場
合
が
し
ぼ
し
ぼ
み

う
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
著
者
は
何
か
資
料
の
重
み
に
安
易
に
も

た
れ
か
か
つ
て
お
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
例
え
ば
ー

｢
梁
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陳
の
自
然
車
詠
じ
た
詩
｣

(三
T
五
六
以
下
)
に
つ
い
て
の
叙
述
を
見

て
み
よ
う
｡
こ
の
時
代
の
詩
か
ら
ー
単
に
山
水
､
自
然
現
象
ー
自
然

物
が
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
も
の
と
い
う
よ
う
な
漠
と
し
た
こ
と
で
､

〝

山
水
を
う
た
う
詩
〃

の
例
を
あ
げ
て
ゆ
け
ぼ
､
著
者
も
い
わ
れ
る

如

く

ー

｢
常
時
の
詩
の
ー
ど
の

l
つ
を
取
り
挙
げ
て
み
て
も
､
自
然

に
解
れ
な
い
詩
は
無
い
と
言
っ
て
も
よ
い
｣
(
三
l
六
頁
)
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
｡
著
者
は
､
そ
れ
ら
を

一
鷹
整
理
分
類
し
て
ー

一
､
山

に
遊
び
､
渓
谷
に
遊
ん
で
山
水
美
を
詠
じ
た
詩
､
二
､
江
水
に
遊
び
'

ほ
と

江
水
の
上
り
や
､
江
水
の
岸
の
風
景
を
詠
じ
た
詩
､
三
､
行
族
の
途

中
に
お
い
て
､
山
水
の
美
を
詠
じ
た
詩
､
四
ー
高
虞
に
登
り
山
水
を

眺
望
し
て
､
そ
の
景
色
賓
詠
じ
た
詩
､
と
し
､
そ
れ
ぞ
れ
に
教
首
づ

ゆ
う
す
い
ぴ

つ
､
全
部
で
十
三
首
の
詩
を
引
用
し
､
幽

遠

実

車
詠
じ
て
3,る
と
か
､

鮮
や
か
な
色
彩
感
を
出
し
て
い
る
と
か
､
清
列
な
山
水
が
想
像
さ
れ

し
よ
う
し
つ

る
と
か
'
諸

悪

た

る
山
水
の
景
色
が
詠
わ
れ
て
い
る
と
か
､
風
光
明

姻
な
山
水
を
紛
寵
に
う
た
い
あ
げ
て
い
る
と
か
い
つ
た
解
説
を
加
え

た
あ
と
､
次
の
よ
う
な
結
論
を
下
さ
れ
る
｡

｢以
上
を
大
観
し
て
み
る
と
'
要
す
る
に
'
作
者
の
遊
覚
と
か
'
行
族

に
ょ
つ
て
'
そ
の
眼
に
解
れ
た
山
水
の
景
色
が
措
か
れ
て
い
る
こ
と
が
大

喜

評

部
分
で
あ
っ
て
､
こ
の
場
合
､
作
者
の
自
然
に
封
す
る
態
度
は
､自
然
を
'

眼
を
契
し
ま
せ
る
美
し
い
も
の
で
あ
る
と
観
て
､
積
極
的
に
詠
じ
ょ
-
と

し
て
い
る
O
つ
ま
り
'
こ
-
し
た
自
然
観
の
原
因
の
1
つ
は
､
彼
ら
の
遊

楽
や
著
惨
の
生
活
に
起
困
す
る
｡
朱

･
轡

･
梁
･
陳
と
清
く
'
天
子
を
中

心
と
し
た
貴
族
公
子
の
遊
楽
や
香
惨
の
生
活
は
'
彼
ら
を
し
て
､
山
水
へ

の
遊
楽
に
駆
り
た
て
た
こ
と
で
あ
ろ
-
｡
か
か
る
遊
楽
の
場
に
お
い
て
観

る
山
水
は
美
し
い
｡
か
く
て
現
わ
れ
た
の
が
'
右
の
よ
-
な
美
し
い
山
水

を
捉
え
た
渚
JV
の
山
水
詩
で
あ
ろ
-
.
嘗
っ
て
隠
遁
思
想
に
ょ
つ
て
芽
生

え
た
山
水
詩
は
'
今
や
遊
楽
思
想
に
よ
っ
て
'
さ
ら
に
大
い
な
る
襲
展
を

し
た
と
言
っ
て
も
よ
い
｡

･･･｣

(三
二
七
五
)

た
し
か
に
遊
楽
思
想
に
よ
っ
て
､
山
水
の
美
そ
の
も
の
を
直
接
に

う
た
う
詩
が
埼
え
で
き
た
こ
と
は
､
容
易
に
首
肯
で
き
る
｡
し
か
し
'

山
水
詩
が
､
そ
れ
に
よ
っ
て

｢
さ
ら
に
大
い
な
る
蒙
展
を
し
た
｣
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
､
蜜
の
と
こ
ろ
､
具
鮭
的
に
何
が
ど
の
よ
う

に
護
展
し
た
の
か
､
資
料
を
輿
え
ら
れ
た
だ
け
の
讃
者
に
は
､
に
わ

か
に
理
解
を
得
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
｡
先
ほ
ど
あ
げ
た
山
水
詩
の

四
つ
の
分
類
に
し
て
も
､
そ
れ
は
山
水
描
寓

の
分
類
で
は
な
く
ー
詩

人
が
対
象
に
し
た
山
水
の
分
類
で
し
か
な
い
｡
生
の
資
料
を
豊
富
に

あ
つ
め
て
来
て
整
理
分
類
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
'
更
に
そ
の
分
析
と
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文
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軸

第
十
九
耕

検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
､
著
者
の
諭
記
は
も
つ
と
説
得
力

を
も
っ
た
も
の
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

本
書
の
叙
述
が
も
つ
第
二
の
特
色
は
､
著
者
が
､
引
用
さ
れ
た
資

料
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
､
極
端
に
い
え
ば
､
資
料
の
字
面
に
あ
ら
わ

れ
た
も
の
だ
け
に
よ
っ
て
ー
議
論
を
た
て
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
方
法
は
､
例
え
ば
､

｢悲
秋
｣
秋
を
悲
し
い

も
の
と
し
て
と
ら
え
る
感
覚
の
塾
生
と
定
着
を
論
ぜ
ら
れ
た
な
か
で
､

観
音
の
文
学
作
品
に
描
寓
さ
れ
る
秋
が
､
そ
の
大
牛
は
腔
記
の

｢
月

令
｣
の
景
物
か
ら

一
歩
も
出
て
い
な
い
こ
と
を
論
謹

さ
れ
る
場
合

(

一

〇
四
H
)
な
ど
で
は
ー
大
い
に
成
果
を
あ
げ
て
い
る
O
し
か
し
､

そ
の
秋
と
い
う
季
節
が
ー

｢
詩
経
｣
と

｢楚
節
｣
で
は
､
ど
の
よ
う

に
歌
わ
れ
て
い
る
か
を
比
較
検
討
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
に
は
､

一
膝

ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
｡
著
者
は
､
例
に
よ
っ
て
豊
富
な
引
用
に
よ

っ
て
調
べ
あ
げ
た
結
果
､
詩
経
の
詩
人
の
自
然
観
は
甚
だ
素
朴
で
あ

り
ー
身
適
の
個
々
の
事
態
を
捉
え
る
こ
と
は
あ
つ
て
も
､
季
節
と
し

て
の
秋
を
捉
え
る
こ
と
は
な
い
O
つ
ま
り
'
悲
秋
の
感
情
は
ま
だ
吏

生
し
て
い
な
い
と
し
､
そ
れ
に
封
し
て
楚
節
は
､
秋
の
景
色
に
孤
猫

の
寂
し
さ
を
感
じ
､
生
命
の
.は
か
な
さ
を
感
じ
て
お
り
､
こ
れ
は
更

ヽ
ヽ
ヽ

に
進
ん
だ
自
然
観
で
あ
る
と
し
て
､
そ
の
相
違
の
原
因
を
次
の
よ
う

に
考
え
ら
れ
る
｡

｢
こ
れ
は
時
代
の
相
違
で
あ
り
'
ま
た
言
い
ふ
る
さ
れ
た
考
え
方
で
は
あ

る
が
'
北
と
南
と
の
人
情
の
相
違
で
も
あ
ろ
-
O
そ
し
て
そ
の
違
い
の
出

る
の
は
'
結
局
'
土
地
の
相
違
で
も
あ
ろ
-
D
つ
ま
り
気
候
'
風
土
の
違

い
か
ら
'
か
か
る
相
違
が
出
た
の
で
あ
ろ
-
.｣

(九
八
lL=
)

表
面
に
あ
ら
わ
れ
た
現
象
そ
の
.も
の
の
相
違
が
､
著
者
の
い
わ
れ

る
と
お
り
で
あ
る
こ
と
は
ー
そ
の
数
多
く
の
謹
按
に
よ
っ
て
も
う
な

ず
け
る
L
t
そ
の
瓢
で
は
､
こ
の
様
な
比
較
の
方
法
は
ー
確
か
に
成

功
し
て
い
る
か
に
み
え
る
｡
し
か
し
､
そ
の
相
違
が

一
鮭
何
に
基
-

の
か
､
先
の
説
明
で
は
､
読
者
の
十
分
な
納
得
は
恐
ら
く
得
ら
れ
ま

い
.
少
く
と
も
､
詩
経
の
詩
人
た
ち
が
ー
お
お
む
ね
名
も
し
れ
ぬ
民

衆
で
あ
り
､
さ
す
れ
ば
こ
そ
秋
を
収
穫
の
季
節
と
し
て
む
し
ろ
楽
し

い
も
の
と
し
て
さ
え
も
捉
え
て
い
る
の
で
あ
り

(九
〇
貢
に
著
者
は
そ

の
例
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
)ー
楚
郡
を
作
っ
た
人
々
が
､
も
は
や
複
数
の

人
間
で
は
な
く
､
上
層
階
級
の
人
間
､
い
わ
ば
イ
ン
テ
リ
で
あ
る
t

と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
全
く
ぬ
き
に
し
て
ー
悲
秋
の
感
覚
を
論
ず
る

こ
と
は
､
非
常
な
危
険
を
と
も
な
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
詩
経
と
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楚
軒
の
自
然
描
寓
の
比
較
は
､
本
書
の
初
め
で
も
な
さ
れ
て
お
り
､

の

｢自
然
が
､
情
志
を
拝
べ
る
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
鮎
で
は
､

詩
経
と
相
違
は
な
い
が
､

楚
軒
の
方
が
よ
り
拝
情
詩
的
で
あ
る
｣

(
一
六
五
)
と
か
､

｢
詩
経
の
詩
人
は
､
身
の
廻
り
の
現
宴
の
自
然
の

み
を
眺
め
七

い
る
の
に
対
し
て
､
楚
辞
で
は
夢
想
の
自
然
を
描
い
て

い
る
｣
(
l
九
衷
)
な
ど
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
あ
る

l

つ
の
文
学
作
品
の
作
ら
れ
た
背
景
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
な
し
に
､

そ
の
中
か
ら
自
然
描
寓
の
あ
る
部
分
だ
け
を
ぬ
き
だ
し
て
来
て
ー
そ

の
ま
ま
ぶ
つ
つ
け
に
比
較
し
分
析
し
て
み
て
も
､
そ
こ
に
引
き
出
さ

れ
た
結
論
か
ら
､
更
に
重
要
な
結
果
が
生
れ
て
く
る
こ
と
は
稀
で
あ

ろ
う
｡
著
者
が
､
魂
の
明
帝
の

｢歩
出
夏
門
行
｣
､
院
籍
の

｢詠
懐
｣

詩
､
晋
の
播
岳
の

｢悼
亡
｣
詩
を
､
〃

孤
猫
感
を
現
わ
す
た
め
に
､

秋
の
季
節
感
を
利
用
し
た
も
の
″

と
し
て
､
い
っ
し
ょ
に
あ
わ
せ
論

じ
て
お
ら
れ
る

(七
六
1
九
頁
)
の
な
ど
を
見
る
と
､
l
暦
こ
の
感
を

深
く
す
る
｡
季
節
感
利
用
の
問
題
が
云
云
さ
れ
る
前
に
､
ま
ず
孤
猫

感
そ
の
も
の
の
憤
重
な
分
析
が
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

で
な
い
と
著
者
の
せ
っ
か
く
の
意
圏
も
､
単
な
る
表
面
的
な
現
象
の

指
摘
に
止
ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
｡
上
記
の
三
首
の
詩

書

評

と

も

に
現
わ
れ
た
孤
猪
感
は
､
そ
れ
ぞ
れ
革
に
､
孤
猫
の
寂
し
さ
､
噂

匹

た
ぴ

な

な
き
蛮

族

の
寂
し
さ
､
妻
を
亡

く
し
た
悲
し
み
､
と
し
か
説
明
さ
れ

て
い
な
い
o
ま
し
て
､
陶
淵
明
の
措
く
秋
の
景
色
は
清
涼
新
鮮
で
あ

き
ゆ
う

る
こ
と
を
述
べ
ら
れ
た
あ
と
で
､
｢
己

酉

の

歳
の
九
月
九
日
｣
の
詩

ほ
ろ

こが

を
引
用
さ
れ
､
｢『
古
よ
り
皆

没

ぶ

こ
と
あ
り
､
之
を
念
え
ば
中
心

焦

る
』
と
う
た
っ
て
は
い
る
が
ー
こ
の
秋
景
に
､
さ
し
て
悲
哀
や
憂
愁

の
感
情
を
こ
め
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
ぬ
｡
｣

(
二

五
頁
)
と
請
断

さ
れ
る
に
至
っ
て
は
､
こ
れ
は
も
う
無
意
味
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な

こ
と
で
は
す
ま
さ
れ
ま
い
｡
た
し
か
に
こ
の
詩
に
は
､

｢
活
気
に
て

か
す

は
る
か

除
り
の

淳

澄

み
'
香

然

に

天
界
高
し
｣
(第
三
聯
-
以
下
著
者
の
訓
に
徒

ラ
)
と
い
う
句
が
あ
り
､

こ
れ
だ
け
を
切
り
は
な
し
て
み
れ
ば
､
な

る
ほ
ど
清
涼
新
鮮
で
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
何
故

こ
こ
に
こ
の
句
が
あ
る
の
か
｡
は
じ
め
の
二
聯
は

こ
う

で
あ
る
｡

ぴ
び

す
で

せ
いせ
い

こも
ご
も

｢
廉

廉

と
し
て
秋

己

に

夕
に
､
濠

濠

と

し
て
風
露

交

～

な

り
､
蔓
草

は

しば

は
復
た
柴
え
ず
､
園
木
は
空
し
く
自
ら
凋
む
｡｣
つ
ま
り
す
べ
て
を
粛

殺
し
て
し
ま
っ
た
秋
の
終
り
の
光
景
と
し
て
第
三
聯
が
あ
る
の
で
あ

り
､
更
に
冬
の
到
来
を
告
げ
る
も
の
と
し
て
､
第
四
聯

｢哀
し
き
蝉

ー

む
ら
が

く
も
い

は
響
き
を
留
む
る
無
く
､
叢

れ

る
鷹
は

雲

署

に

鳴
く
｣
が
番
い
て
い
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第
十
九
冊

る
の
で
あ
る
.
自
然
界
の
推
移
を
､
そ
れ
は
嘗
然
人
間
に
も
お
と
ず

れ
る
さ
け
ら
れ
ぬ
運
命
と
し
て
詩
人
が
擬
蔽
し
て
い
る
､
と
考
え
る

は
ろ

の
で
な
け
れ
ば
､
あ
と
に
綬
-

｢古
よ
り
皆

没

ぶ

こ
と
あ
り
､
之
を

こが

念
え
ば
中
心
焦
る
｣
の
句
が
宙
に
浮
い
て
し
ま
う
｡
そ
れ
を
悲
哀
や

憂
愁
の
感
情

(そ
れ
が
如
何
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
ま
で
つ
つ
こ
ん
で

は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
)
が
こ
め
ら
れ
て
い
な
い
と
い
わ
れ
た
の
で
は
､

少
く
と
も
こ
の
詩
は
ぶ
ち
こ
わ
し
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
O
た
だ

で
さ
え
複
難
な
詩
人
で
あ
る
陶
淵
明
を
理
解
す
る
た
め
に
は
､
著
者

の
と
ら
れ
た
方
法
だ
け
で
は
恐
ら
く
無
理
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

の
ち
に

｢
田
園
詩
人
ー
陶
淵
明
｣
と
い
う

一
節

(二
二
五
-
三
二
頁
)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

を
た
て
て
ー
彼
の
描
く
自
然
が
閑
静
和
穆
で
あ
る
と
､
論
じ
て
お
ら

れ
る
場
合
で
も
､
私
は
同
じ
こ
と
を
感
ず
る
｡

第
三
に
､
私
を
と
ま
ど
わ
せ
た
の
は
､
著
者
が
博
引
傍
謹
､
非
常

に
憤
重
な
態
度
で
筆
を
す
す
め
て
お
ら
れ
る
反
面
､
し
ば
し
ば

一
万

的
な
滞
断
を
下
さ
れ
た
り
､
全
く
論
讃
ぬ
き
に
結
論
だ
け
を
輿
え
ら

れ
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
o
例
え
ば
､
司
馬
相
如
と
王
裏
の
賦
を
比

較
さ
れ
て
ー

｢司
馬
相
加
の
世
界
は
現
実
を
誇
張
す
る
の
で
あ
る
が
､
王
褒
は
夢
想

の
世
界
を
措
く
の
で
あ
る
.

し
た
が
っ
て
讃
者
は
'
王
褒
の
方
を
よ
り
美

し
く
感
ず
る
の
で
あ
る
O｣
(三
七
頁
)

と
い
わ
れ
る
の
は
､
こ
れ
だ
け
で
は
明
ら
か
に
著
者
の
猪
断
で
あ
る

し
､
玄
言
詩
か
ら
叙
景
詩

へ
の
移
行
を
述
べ
て
､

｢抽
象
的
玄
理
の
描
寓
か
去
る
と
'
そ
こ
に
必
然
的
に
残
っ
て
-
る
の

は
､
や
は
り
山
水
の
具
鮭
的
括
寓
で
あ
る
｡｣
(

l
九
一-

二
頁
)

と
い
わ
れ
る
の
も
､
何
故
そ
れ
が
必
然
な
の
か
は
十
分
に
は
わ
か
ら

な
い
.
ま
た
西
晋
の
人
人
の
賦
に
見
え
る
遊
覧
あ
る
い
は
行
族
に
お

け
る
自
然
描
寓
な
と
り
あ
げ
て
､

｢
こ
れ
ら
は
'
詠
物
賦
に
お
け
る
よ
-
な
誇
張
さ
れ
た
自
然
で
は
な

い
｡
見
た
ま
ま
を
述
べ
て
､
素
直
に
表
現
し
て
い
る
｡
換
言
す
れ
ば
'
こ

の
時
代
の
人
々
は
員
寛
の
自
然
の
姿
を
見
得
る
よ
-
に
な
っ
た
と
も
言
え

る
の
で
あ
る
｡｣
(二
五
五
頁
)

と
い
わ
れ
る
場
合
の
〝

県
費
の
自
然
の
姿
を
見
得

る
よ
う

に
な

っ

た
″

と
い
う
こ
と
が
､

一
鮭
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
｡
見
た
ま
ま
を

素
直

に
表
現
す
れ
ば
ー
そ
れ
が
た
だ
ち
に
､
員
賓
の
自
然
の
姿
を
見

て
い
る
こ
と
に
な
る
､
と
い
わ
れ
る
の
で
は
､
ま
さ
か
あ
る
ま
い
｡

そ
も
そ
も
本
書
で
は
ー
中
国
人
が
自
然
な
ど
Q
よ
う
に
と
ら
え
て
い
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た
の
か
､
そ
れ
が
文
学
に
ど
の
よ
う
に
特
徴
的
に
反
映
し
て
来
た
の

か
､
南
方
と
北
方
で
は
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
っ
た
の
か
､
時
代
に

よ
っ
て
ま
た
文
学
を
さ
さ
え
た
階
層
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
襲
化
が

み
ら
れ
る
の
か
､
と
い
う
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
は
､
必
ず
し
も
員

向
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
｡
た
だ
著
者
の
印
象
批
評
ふ
う
な
襲
言

が
あ
ち
こ
ち
に
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
｡
例
え
ば
､

｢魂
晋
南
北
朝
時
代
に
お
い
て
は
､
西
洋
流
の
純
粋
の
叙
景
詩
な
ど
は

あ
り
得
な
い
｡
た
だ
比
較
的
叙
景
的
で
あ
る
と
い
-
に
過
ぎ
ぬ
｡
よ
り
叙

景
的
で
あ
る
の
が
'
謝
褒
運
で
あ
っ
た
｡｣
(
三
四
六
頁
)

と
い
わ
れ
る
｡

し
か
し
､
著
者
は
､
西
洋
流
の
純
粋
の
叙
景
詩
と
は

ど
ん
な
も
の
で
あ
る
の
か
､
ど
の
よ
う
な
も
の
を
指
し
て
か
く
い
う

の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
､
何
も
示
さ
れ
て
い
な
い
｡
ま
た
中
国
の

自
然
詩
に
､
何
故
､
純
粋
の
叙
景
詩
が
あ
.り
得
な
か
っ
た
の
か
ー
比

較
的
叙
景
的
で
あ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
か
ー
に
つ
い
て
も
､
全
く

説
か
れ
よ
う
と
し
て
い
な
い
｡
同
じ
京
で

『
景
中
情
あ
り
』
と
許
さ

れ
る
ご
と
き
も
の
が
､
中
国
人
の
最
も
よ
い
と
考
え
る
詩
で
あ
り
､

文
学
で
あ
る

と
考
え
る
'
と
断
定
し
て
お
ら
れ
る
け
れ
ど
も
ー
や
は

り
ー
何
ら
論
讃
な
し
て
お
ら
れ
な
い
｡
著
者
は
恐
ら
く
自
明
の
こ
と

書

評

と
考
え
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
､
こ
う
し
た
瓢
こ
そ
も
つ
と
員

剣
に
追
求
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
詩
人
を
と
り

ま
く
自
然
の
大
き
な
奨
化
に
よ
っ
て
､
自
然
観
が
如
何
に
襲
っ
た
か
､

ま
た
は
襲
ら
な
か
っ
た
の
か
､
従
っ
て
そ
の
自
然
観
が
ど
の
よ
う
な

性
質

の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
､
を
考
え
る
の
に
は
ー
恐
ら
く
絶
好
の

封
象
と
な
る
べ
き
､
灰
信
に
つ
い
て
さ
え
も
､
著
者
は
次
の
よ
う
な

と
ら
え
か
た
し
か
さ
れ
て
い
な
い
｡

｢彼

(庚
信
)
の
自
然
観
は
'
北
方
の
自
然
に
封
し
て
も
'
南
方
に
お

け
る
と
同
様
'
自
然
は
眼
を
楽
し
ま
せ
る
も
の
'
行
禁
に
ふ
さ
わ
し
い
も

の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
北
方
に
移
っ
て
か
ら
も
､
南
方
的
自
然
が

北
方
的
自
然
に
易
え
ら
れ
た
だ
け
で
あ
っ
て
'
彼
の
自
然
観
に
は
襲
り
は

な
い
.｣

(五
九
六
頁
)

第
四
に
ー
資
料
の
翻
諸
に
つ
い
て
ー
ひ
と
こ
と
束

の
つ
い
た
こ
と

を
記
し
て
お
き
た
い
｡
は
じ
め
に
も
解
れ
た
よ
う
に
ー
引
用
資
料
に

は
､
原
則
と
し
て
思
い
き
っ
て
く
だ
け
た
訓
読
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い

る
｡
恐
ら
く
い
ち
い
ち
註
樺
を
加
え
る
煩
を
さ
け
る
た
め
に
著
者
が

と
ら
れ
た
虞
置
で
あ
ろ
う
｡
い
ま

1
度
そ
の
例
寧
ホ
し
て
お
く

(
l

九
頁
)0
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第
十
九
珊

さ

ぴ

け
もの

山
は
蒲

候
し
く

獣
無

く

む

な

野
は
寂

漠
し
く

其
れ
人

無し

たま
し
い

し
だ

の
は

薯
塊
を
載
き
て

登
霞

り

よ

の
ぼ

浮
雲
に
掩
っ
て

上
征

る

(屈原
｢遠
遊
｣
)

こ
れ
ま
で

l
般
に
あ
ま
り
紹
介
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
資
料

を
ふ
ん
だ
ん
に
含
ん
で
い
る
本
書
に
お
い
て
'
と
も
か
く
も
ー
そ
の

殆
ん
ど
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
か
か
る
く
だ
け
た
訓
を
ほ
ど
こ
さ
れ
た

著
者
の
努
力
は
､
大
い
に
買
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
も
ち
ろ
ん

一

つ
の
単
語
に
く
だ
け
た
訓
を
輿
え
た
か
ら
と
い
っ
て
､
そ
れ
が
た
だ

ち
に
分
り
易
い
こ
と
に
な
る
か
ど
う
か
は

一
鷹
別
問
題
で
あ
る
け
れ

ど
も
｡
例
え
ば
､
い
ま
あ
.げ
た

｢
遠
遊
｣
の
別
の
部
分
に
あ
て
ら
れ

た
訓
を
す
こ
し
検
討
し
て
み
よ
う

(
二
〇
頁
)0

よ

ば
ん
じ
よ
う
あ
つ

余
が
車
の
寓
乗
を
屯

め

みだ

ゆ
る
や
か

ま

紛
れ
溶
輿
に
並
び
馳

す

え
んえ
ん

ひ
か

八
龍
の
腕
腕
た
る
に

篤
せ

.,
だ

た

雲
旗
の
透
蛇
た
る
を
載
つ

二
句
め
の

〝

溶
輿
〃

と
い
う
単
語
に
射
し
て
下
さ
れ
た

〟
ゆ
る
や

か
″
と
い
う
諸
は
､

そ
の

〔
↑uコ
g
･y
u
〕
と
い
う
音
か
ら
し
て
も
､

日
本
語
と
し
て
は
恐
ら
く

一
番
ぴ
っ
た
り
し
た
諸
で
あ
ろ
う
｡
だ
が
､

た
と
え
単
語
と
し
､て
は
そ
う
で
あ
っ
て
も
ー
そ
れ
で
こ
の
旬
の
状
京

が
適
切
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
､
更
に
よ
く
考
え
て
み
れ

ば
な
る
ま
い
｡
洪
興
租
は
､
こ
の
語
に

｢
水
盛
也
｣
と
注
し
て
い
る
｡

恐
ら
く
､
彼
は
､
寓
乗
の
馬
車
が
､
ひ
し
め
き
あ
い
な
が
ら
､
と
う

と
う
と
流
れ
る
大
江
の
如
く
行
進
し
て
い
る
様
を
頭
に
描
い
て
い
た

の
で
は
な
い
か
O
そ
の
鮎
で
､

〃
ゆ
る
や
か
〃
と
3,ぅ
訓
が
､
こ

の

句
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
十
分
に
備
え
き
れ
て
い
る
か
ど
う
か
O
も
ち
ろ

ん
か
く
は
い
っ
て
み
た
も
の
の
ー
著
者
以
上
の
う
ま
い
諸
を
さ
が
し

て
く
る
自
信
は
､
筆
者
に
な
3.0
訓
読
と
い
う
方
法
に
頼
る
以
上
ー

そ
こ
に
は
ど
う
し
て
も
大
き
な
限
界
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
､
三
句
め

の
娩
腕
､
四
句
め
の
透
蛇
が
音
の
ま
ま
で
し
か
示
さ
れ
て
い
な
い
と

い
う
ア
ソ
.''t
ラ
ン
ス
も
､
や
む
な
え
ぬ
こ
と
か
も
し
れ
ぬ
｡
こ
う
し

た
場
合
ー
単
な
る
言
葉
の
お
き
か
え
を
し
て
み
た
だ
け
で
は
ど
う
に

も
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
､
い
ま
さ
ら
の
ご
と
く
離
講
の
難
し
さ
を

痛
感
さ
せ
ら
れ
る
.
な
お
､
委
蛇
の
音
は
､
王
逸
が

｢
蛇

一
作
移
､

l
作
造
遊
｣
と
注
し
､
洪
興
租
が

｢
委
於
爵
切
､
蛇

4}
支
切
｣
と
補

い
い

い
だ

っ
て
い
る
ご
と
く
､
委
蛇
で
あ
っ
て
委
蛇

で
は
な
い

(
｢離
騒
｣
に
第
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三
､
四
句
と
同
じ
句
が
あ
り
､
そ
こ
の
注
に
み
え
る
)

っ

そ
の
他
､
本
書
に
関
し
て
ー
山
水
詩
の
護
生
と
隠
遁
思
想
の
関
係

を
し
き
り
た

云
云
さ
れ
る
に
し
て
は
隠
遁
の
分
析
が
不
十
分
で
あ
る

こ
と

(
l
口
に
隠
遁
と
い
っ
て
も
､
郭
瑛
の
場
合
､
陶
淵
明
の
場
合
､
謝
璽

浬
の
場
合
な
ど
で
は
'
い
ろ
い
ろ
質
的
な
違
い
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
)ー
著

者
自
身
が

｢
山
水
詩
の
標
臓
を
打
ち
建
て
た
ー
育
末
宋
初
の
大
詩
人
｣

と
い
わ
れ
る
謝
蛋
運
に
つ
い
て
の
記
述
が
わ
ず
か

l
五
頁
し
か
な
い

こ
と

(そ
こ
で
は
要
す
る
に

｢清
く
｣

｢明
る
い
｣
自
然
が
措
か
れ
て
い
る

と
い
-
こ
と
し
か
述
べ
て
お
ら
れ
な
い
た
め
に
'
な
ぜ
謝
蛋
運
の
山
水
詩
が

み
ご
と
な
成
功
を
お
さ
め
て
い
る
の
か
'
他
の
詩
人
と
は
ど
の
鮎
で
と
び
ぬ

け
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
十
分
な
理
解
が
得
ら
れ
な
い
)

な
ど
､
色
々
身
勝
手
な
注
文
が
あ
る
け
れ
ど
も
､
こ
こ
で
は
こ
れ
以

上
述
べ
な
い
｡

以
上
､
私
は
も
っ
ぱ
ら
本
書
に
封
す
る
不
満
を
述
べ
る
こ
と
に
の

み
急
で
あ
り
､
私
が
興
味
を
感
じ
た
鮎
ば
か
り

l
方
的
に
書
き
た
て

た
き
ら
い
が
な
い
で
も
な
い
｡
し
か
し
､
私
が
こ
れ
ま
で
に
提
出
し

て
来
た
い
く
つ
か
の
問
題
は
ー
も
ち
ろ
ん
著
者

一
人
に
諌
せ
ら
れ
た

も
の
で
は
な
い
o
わ
れ
わ
れ
中
国
文
学
を
研
究
す
る
も
の
に
と
っ
て

召

評

そ
れ
は
共
通
の
課
題
で
あ
り
ー
そ
の
解
明
こ
そ
今
後
の
研
究
者
に
課

せ
ら
れ
た
責
任
で
も
あ
ろ
う
0
従
来
わ
が
国
で
の
こ
の
方
面
に
関
す

る
研
究
と
し
て
は
ー
鈴
木
虎
雄
博
士

｢
山
水
文
学
と
謝
蛋
運
｣

(大

正
十
四
年
京
都
弘
文
堂
川
｢支
那
文
学
研
究
｣
所
収
)
'
青
木
正
兄
博
士
｢
支

那
人
の
自
然
観
｣

(昭
和
十
七
年
東
京
弘
文
堂
刊

｢支
那
文
学
蛮
術
考
｣
所

収
)
や
､
橋
本
循
博
士

｢
中
国
文
学
と
山
水
思
想
｣

(昭
和
二
十
三
年

大
阪
秋
田
屋
刊

｢中
開
文
学
思
想
論
考
｣
所
収
)
な
ど
が
あ
っ
た
｡

本
書

は
い
わ
ば
過
去
の
こ
う
し
た
研
究
を
､
あ
ら
ゆ
る
資
料
を
菟
集
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
豊
か
に
肉
付
け
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
｡

と
も
あ
れ
､
本
書
に
よ
っ
て
ー
文
学
史
の
空
自
を
う
ず
め
る
､へ
き
蒐

大
な
資
料
が
､
わ
か
り
や
す
く
訓
演
を
ほ
ど
こ
し
て
提
供
さ
れ
た
こ

と
は
､
著
者
の
大
き
な
功
績
で
あ
り
'
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
そ
れ
に
よ

っ
.て
多
く
の
問
題
を
知
る
こ
と
が
出
来
た
｡
こ
の
鮎
に
関
し
て
だ
け

で
も
､
本
書
が
今
後
の
研
究
に
輿
え
る
便
宜
は
は
か
り
し
れ
な
い
も

の
が
あ
ろ
う
｡
最
後
に
著
者
が
､

｢寛
は
私
は
中
国
の
本
土
に
渡
っ
た
経
験
は
な
い
Q

････私
に
も
し
中

国
の
言
語
'
風
物
に
親
し
む
経
験
が
あ
っ
た
な
ら
ば
'
こ
の
書
物
の
内
容

は
'
も
つ
と
深
み
を
増
し
'
も
つ
と
優
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
か
も
知
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第
十
九
研

れ
ぬ
｡｣

(
六
二
八
-
九
頁
)

と
述
懐
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
紹
介
し
､
私
た
ち
中
国
を
研
究
対
象

に
し
て
い
る
も
の
に
と
っ
て
致
命
的
な
現
在
の
不
幸
な
状
態
が

l
日

も
早
く
解
決
す
る
よ
う
願
っ
て
筆
を
お
く
O

(京
都
大
学

寛

文
生
)

夏
承
秦

･
呉
熊
和

｢講
詞
常
識
｣

(知
識
叢
書
之

一
)

北
京

中
華
書
局

一
九
六
二
年
九
月

(十

l
月
第

二
次
印
)

一
一
一
頁

(固
版
四
貢
)

｢
詞
｣
ま
た
は

｢
詩
除
｣
は
特
殊
な
形
式
の
韻
文
で
あ
っ
て

(以

下
､
便
宜
の
た
め
'
詩
験
の
名
で
よ
ぶ
)ー
通
常
の
詩
と
は
区
別
さ
れ
る

(
こ
れ
も
便
宜
の
た
め
｢奮
詩
｣
と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
)O
菖
詩
の
形
式
お
よ

び
作
り
方
す
な
わ
ち
作
詩
法
に
つ
い
て
の
知
識
は
中
国
は
も
と
よ
り

日
本
で
も
廉
く
知
ら
れ
て
い
て
､
作
詩
法
を
説
い
た
書
物
は
少
な
く

な
い
｡
お
よ
そ
中
国
文
学
の
研
究
者
で
ー
律
詩

･
緯
旬

･
古
詩
な
ど

の
名
柄
に
つ
い
て
の
知
識
を
有
し
な
い
人
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ

に
反
し
､
詩
験
の
形
式
お
よ
び
作
詞
法
に
関
し
て
正
確
に
知
っ
て
い

る
人
は
ー
中
国
に
お
い
で
も
比
較
的
少
数
で
あ
る
が
､
日
本
で
は
更

に
少
な
い
｡

私
は
最
近
ー
雑
誌

｢
人
民
中
国
｣
日
本
語
版
の
十
周
年
記
念
と
し

て
､
或
る

人に
勝
ら
れ
た

毛
浮

東
氏
の

詩
飴

｢
氾

固春
｣

(北
国
春
光

･･･)
の

筆鏡
を

そ
の
ま

ま刺
繍
し
た

織
物
を

一

見し
た
｡

私
が
奇

異
に
感
じ
た
の
は

､
全
篇
に
句
読
標
鮎

を附
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
｡

今
日
で
も
自
作
の
詩

(善
詩
)
を
揮
竜
す
る
場
合
に
は
句
読
鮎
を
加

え
な
い
の
が
通
例
だ
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
､

こ
れ
は
多
分
作
者

(お
よ
び
刺
繍
製
作
者
)
の
親
切
心
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
詩
除
を
読
む
に

は

一
定
の
護
衛
知
識
を
必
要
と
す
る
か
ら
な
の
で
あ
る
O

そ
れ
は
さ
て
お
き
､中
国
文
学
史
に
お
い
て
'詩
除
は
そ
の

genre

の
興
っ
た
時
期
が
比
較
的
あ
そ
く
､
ま
た
作
家
と
作
品
の
数
も
奮
詩

に
比
す
れ
ば
ず
つ
と
少
な
い
｡
し
か
し
､
だ
か
ら
と
言
っ
て
､
決
し

て
詩
除
の

genre
が
軽
硯
ま
た
は
無
税
さ
れ
て
よ
い
と
は
言
え
な

い
｡
詩
徐
は
明
代
に
衰
え
､
清
朝
に
入
っ
て
ふ
た
た
び
さ
か
ん
と
な

り
､
清
末
に
は
特
に
隆
盛
を
き
わ
め
､
そ
の
夙
行
は
最
近
ま
で
な
お

経
緯
し
て
い
る
｡
詩
徐
が
最
も
盛
ん
で
あ
っ
た
の
は
､
い
う
ま
で
も

な
く
'
宙
末
五
代
か
ら
南
北
朱
を
通
ず
る
時
代
で
あ
る
け
れ
ど
も
､
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