
梁

初

の
文

学

集

観

森

野

繁

夫

贋

島
大

挙

六
朝
に
お
け
る
文
学
の
集
圃
化
と
漠
戯
化
と
は
､
ど
ち
ら
が
因
で

あ
-
具
で
あ
る
の
か
明
ら
か
で
な
い
が
､
そ
の
結
果
ー
常
時
の
文
人

は
集
圏
の
中
の

一
人
と
し
て
し
か
と
ら
え
ら
れ
な
-
な
っ
た
｡
集
園

を
は
な
れ
て
は
文
学
も
文
人
も
成
-
立
た
な
い
ー
と
い
う
の
が
賓
情

で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
替
梁
の
文
学
を
見
て
ゆ
-
に
は
ー
ま
ず

常
時
の
文
学
集
圏
の
整
理
が
必
要
で
あ
る
｡
そ
の
手
は
じ
め
と
し
て
ー

こ
こ
で
は
梁
初
の
文
学
集
圏
に
つ
い
て
整
理
し
て
み
た
O

梁
初
の
主
な
文
学
集
圏
に
は
､
高
租
お
よ
び
昭
明
太
子
を
中
心
と

す
る
中
央
集
囲
､
高
租
の
子
の
晋
安
王
綱
､
湘
東
王
梓
､
弟
の
安
成

王
秀
､
南
平
王
倖
ら
諸
王
を
中
心
と
す
る
地
方
集
園
が
あ
-
､
梁
初

の
文
学
は
こ
れ
ら
の
集
圏
を
舞
童
に
展
開
さ
れ
る
｡

一
方
､
こ
れ
ら

梁
初
の
文
学
集
圃

(森
野
)

の
所
謂
公
的
集
圏
に
封
し
て
私
的
な
集
圏
と
も
い
え
る
､
任
坊
を
中

心
と
す
る
蘭
童
釆
ー
葉
子
野
ら
の
古
鮭
涯
グ
ル
ー
プ
ー
さ
ら
に
は
劉

氏
､
到
氏
､
諸
氏
な
ど
に
見
ら
れ
る
親
族
文
人
の
集
-
な
ど
が
あ
る

が
､
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
高
租
お
よ
び
諸
王
の
集
国
に
含
ま
れ
た
存
在

で
あ
っ
た
｡
高
租
や
諸
王
の
文
学
愛
好
に
よ
-
､
皇
族
中
心
の
度
合

は
ー
前
代
轡
に
比
べ
て
更
に
強
-
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
以
下
ー
お

の
お
の
の
集
圏
に
つ
い
て
､
所
属
す
る
文
人
を
中
心
に
ー
そ
の
動
き

を
見
て
ゆ
-
こ
と
に
す
る
｡

一

高
租
を
中
心
と
す
る
中
央
文
壇

高
租

(宋
･
大
明
八
年
46
-
太
清
三
年
SLn
)
を
中
心
と
す
る
梁
初
文
壇

の
様
子
は
､
梁
書
文
学
俸
序
お
よ
び
劉
葛
侍
に
よ
っ
て
､
そ
の
大
略

を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
｡
す
な
わ
ち
文
学
停
序
に
は
ー

あ
まね

高
組
は
聡
明
に
し
て
文
思
あ
-
1
匝
芋
に
光
宅
す
｡
勇

-

儒
雅
を

求
め
ー
異
人
を
招
探
す
｡
文
章
の
盛
ん
な
る
､
燐
と
し
て
供
に
集

ま
る
｡
御
幸
あ
る
毎
に
軌
ち
葦
臣
に
命
じ
て
詩
を
賦
せ
し
め
､
其

の
文
の
善
き
者
に
は
ー
賜
う
に
金
島
を
以
っ
て
す
｡
関
庭
に
詣
-

て
賦
煩
を
戯
ず
る
者
､
或
は
引
見
さ
る
｡
其
の
位
に
在
る
者
に
は
ー

83



中
国
文
学
報

第
二
十

T
鮒

則
ち
沈
約
､

江
掩
ー

任
妨
あ
-
1
並
び
に
文
采
を
以
っ
て
常
時
に

妙
紹
す
｡
彰
城
の
到
抗
ー
呉
興
の
丘
遅
､
東
海
の
王
僧
絹
ー
典
郡

の
張
率
ら
の
､
或
は
入
-
て
文
徳
に
直
し
､
幕
光
に
遺
詠
す
る
が

如
き
に
至
-
て
は
ー
皆

後
乗
の
選
な
-
｡

ま
た
劉
電
停
に
は
ー

高
租

位
に
郎
き
､
後
進
文
学
の
士
を
引
き
て
よ
-
1

(劉
)
葛

お
よ
び
従
兄
の
孝
縛
､
徒
弟
の
摘
､
同
郡
の
到
概
､
概
の
弟
拾
､

徒
弟
の
抗
､
典
郡
の
陸
俺
ー
張
率
は
､
並
び
に
文
藻
を
以
っ
て
知

ら
れ
､
譲
坐
に
預
か
る
こ
と
多
し
｡
仕
進
に
前
後
あ
-
と
経
も
､

こと

其
の
賞
賜
は
殊
な
ら
ず
｡

と
あ
る
よ
う
に
､
染
初
の
文
壇
は
ー
前
代
の
賓
に
活
躍
し
た
既
成
文

人
と
､
梁
に
な
っ
て
新
た
に
高
租
に
召
さ
れ
た
後
進
の
文
人
と
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
｡

こ
の
中
､
ま
ず
前
代
か
ら
の
文
人
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
｡
そ
の

生
卒
年
は
ー
沈
約
が
宋
の
元
嘉

一
八
年

441
-
天
監

三

年
S
,
江
滝

が
末
の
元
嘉
三

年
444
-
天
監
四
年
O:
'

任
坊
が
宋
の
大
明

四
年

4

-
天
監
七
年
508
で
あ
る
か
ら
､
天
監
元

年
に
は
沈
約
六
二
歳
､
江
俺

は
五
九
歳
ー
任
坊
は
四
二
歳
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
後
進
の
文
人
達

の
間
で
は
､
特
に
沈
約
､
江
滝
は
長
老
的
な
存
在
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
｡
こ
れ
ら
前
代
か
ら
の
既
成
文
人
が
､
後
進
の
文
人
に
ま
じ
つ

て
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
た
か
､
よ
-
は
わ
か
ら
な
い
が
､
そ
れ
ほ

ど
活
蔵
な
創
作
活
動
は
し
な
か
っ
た
も
よ
う
で
あ
る
.
と
い
う
の
は
ー

常
時
､
江
滝
と
任
坊
に
つ
い
て
､

｢
才
が
壷
き
た
｣
と
い
う
こ
と
が

言
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
ま
ず
江
滝
に
つ
い
て
は
南
史
本
俸
に

掩

少
-
し
て
文
章
を
以
っ
て
顕
わ
れ
た
る
も
ー
晩
節

才
思
や

や
退
-
｡
宣
城
の
太
守
た
-
し
時
､
罷
め
て
蹄
-
､
始
め
両
室
寺

渚
に
泊
る
に
､
夜

一
人
を
夢
む
｡
自
ず
か
ら
張
景
陽
と
解
し
､

謂
い
て
日
-

｢前
に

一
匹
の
錦
を
以
っ
て
相
い
寄
す
｡
今
遠
ざ
る

べ
し
｡｣
滝
は
懐
中
を
探
-
て
教
尺
を
得
ー
之
に
輿
う
る
に
､
此
の

な
ん

た

す

人

大
い
に
い
か
-
て
日
-
｢
那

得

ぞ
割

裁

ち
て
都

べ
て
表
す
ぞ
｡｣

あ
ま

丘
遅
を
顧
-
見
て
謂
い
て
日
-

｢
此
の
教
尺
を

験

す

も
ー
既
に
用

う
る
所
な
し
｡

以
っ
て
君
に
通
る
｡｣

こ
れ
よ
-
滝
の
文
章

蹟

く
0

ま
た
任
坊
に
つ
い
て
は
同
じ
-
南
史
本
俸
に

坊

既
に
文
才
を
以
っ
て
知
ら
れ
､
時
人
は

｢
任
撃
沈
詩
｣
と
い

う
た

う
.
坊
は
聞
き
て
甚
だ
以
っ
て
病
と
為
す
O
晩
節
ー
韓

た

好
ん
で
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詩
を
著
わ
し
､
以
っ
て
沈
を
懐
け
ん
と
欲
す
る
も
､
事
を
用
い
る

はな
は

つづ

こ
と
遇
だ
多
-
ー
辞
を

腐

る
に
流
便
な
る
を
得
ず
｡
都
下
の
土
子

う
た

は
之
を
慕
い
て
､
韓

た

穿
輩
を
焦
す
｡
是
に
於
て

｢
才
壷
-
｣
の

談
あ
-
｡

と
あ
る
｡

｢
才
壷
-
｣
と
は
､
彼
等
の
創
作
能
力
が
枯
渇
し
て
､
質
量
と
も

に
以
前
ほ
ど
で
な
-
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡

そ
の
原
因
が
果
し
て

｢
才
壷
｣
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
が
ー

沈
約
を
含
め
て
昔
時
の
長
老
た
ち
が
､
目
立
つ
よ
う
な
創
作
活
動
を

し
な
か
っ
た
こ
と
は
事
賓
の
よ
う
で
あ
る
｡
梁
書
や
南
史
に
は
､
沈

約
や
任
妨
ら
が
高
租
の
坐
に
預
っ
て
後
進
の
文
人
達
と
詩
を
賦
す
場

面
が
し
ば
し
ば
記
さ
れ
て
い
る
が
､
高
租
の
賞
賛
に
あ
づ
か
る
の
は

何
時
も
後
進
の
士
で
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
も
､
前
代
か
ら
の
文
人
は

既
に
文
壇
に
お
け
る
現
役
で
は
な
-
､
後
進
の
指
導
と
育
成
を
､
そ

の
主
な
役
目
と
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

た
だ
そ
の
中
に
あ
っ
て
任
坊
だ
け
は
'
四
十
教
歳
と
い
う
年
齢
の

せ
い
も
あ
つ
て
か
､
後
進
を
そ
の
周
囲
に
集
め
て
彼
等
の
面
倒
を
見

て
い
る
｡
梁
書
到
瀧
侍
に
は
そ
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

梁
初
の
文
筆
集
圃

(森
野
)

坊
の

(天
監
五
年
､
義
興
太
守
よ
-
)
遠
-
て
御
史
中
丞
と
な
る

や
､
後
進
み
な
之
を
宗
と
す
｡
時
に
彰
城
の
劉
孝
締
､
劉
萄
'
劉

摘
､
呉
郡
の
陸
俺
､
張
率
､
陳
郡
の
殿
芸
､
滞
園
の
劉
薪
お
よ
び

0
0
0
0
0

到
慨
､
到
拾
あ
-
｡
車
軌

日
に
至
-
､
競
し
て
蘭
墓
の
東
-
と

日
,つ
0

こ
の
衆
-
は
ま
た

｢謂
門
の
湛
び
｣
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
ー

南
史
陸
棲
侍
に
は
､

よ
り
あ
つ
ま

坊
の
中
丞
と
為
る
に
及
び
､
管
裾
の
ひ
と

幅

湊

る

も
､
其
の
諒
に

預
か
る
者
は
､
殿
芸
､
到
概
ー
劉
葛
ー
劉
濡
ー
劉
孝
締
お
よ
び
陸

0
0
0
0
0

棲
の
み
｡
壊
し
て
龍
門
の
併
び
と
日
い
'
貴
公
の
子
孫
と
経
も
､

預
か
る
を
得
ざ
る
な
-
｡

と
あ
る
｡
こ
の
任
蛎
の
坐
に
集
っ
た
顔
ぶ
れ
は
ー
高
租
に
召
さ
れ
た

後
進
文
人
の
ほ
と
ん
ど
全
て
で
あ
る
が
､
そ
れ
は
ー
こ
れ
ら
の
人
々

が
任
坊
の
推
薦
に
よ
っ
て
其
の
地
位
を
得
へ
さ
ら
に
ま
た
将
来
の
発

達
を
彼
に
託
し
て
い
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
｡
梁
書
葉
子
野
侍
に
は
ー

栗
安
の
任
坊
､
盛
名
あ
-
､
後
進
の
慕
う
所
と
な
る
O
其
の
門
に

遊
ぶ
者
は
､
坊

必
ず
相
い
薦
逢
す
｡

と
あ
り
'
確
か
に
そ
れ
は

｢龍
門
の
涛
び
｣
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
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放

な
お
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
は
､

た
と
え
貴
公
の
子
孫
で
あ
つ
て
も
参
加

す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
が
ー
気
前
が
よ
-
て
何
時
も
貧

乏
だ

っ
た
任
坊
に
と
っ
て
､
そ
の
貴
族
然
と
し
た
態
度
が
気
に
-
わ

な
か
っ
た
の
か
､
そ
れ
と
も
文
才
の
あ
る
者
だ
け
を
選
ん
だ
も
の
な

の
か
､
よ
-
わ
か
ら
な
い
｡
し
か
し
梁
書
本
俸
に

｢
妨

士
大
夫
の

間
に
立
つ
や
ー
汲
引
す
る
所
多
し
｡
己
に
善
-
す
る
者
あ
ら
は
､
則

ち
其
の
撃
名
を
厚
-
す
｡｣
と
記
す
よ
う
に
､
自
分
を
頼
-
に
し
て
忠

勤
を
励
む
人
士
に
は
､
親
身
に
な
っ
て
そ
の
面
倒
を
み
て
や
っ
た
よ

-
で
あ
る
｡
そ
の
結
果
ー
多
-
の
士
友
に
推
戴
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
わ
け
で
､
い
っ
て
み
れ
ば
､
親
分
肌
の
人
物
で
あ
っ
た
と
い
え
よ

､
つ

○と
こ
ろ
で
後
進
の
文
人
が
､
何
故
ー

一
代
の
軒
宗
と
う
た
わ
れ
る

沈
約
の
門
に
集
ま
ら
ず
に
任
坊
を
慕

っ
た
の
か
､
い
さ
さ
か
疑
問
で

く
ら

あ
る
が
ー
梁
書
､
南
史
沈
約
侍
の

｢
高
才
を
自
負
し
､
柴
利
に
昧
し
｡

-
-
-
事
を
用
い
る
こ
と
十
飴
年
､
未
だ
か
つ
て
薦
達
す
る
所
あ
ら

ず
｡
｣

と
い
う
記
述
を
見
れ
ば
､

そ
の
疑
問
も
解
け
て
-
る
よ
-
で

あ
る
｡
彼
は
す
ぐ
れ
た
文
人
や
作
品
に
封
し
て
は
ー
惜
し
み
な
-
質

賛
の
言
葉
を
更
す
る
が
､
そ
れ
に
目
を
か
け
て
推
薦
す
る
と
い
う
こ

と
は
､
あ
ま
-
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
0
自
ず
か
ら
拝
す
る
こ
と
の

高
い
沈
約
に
は
､
あ
れ
こ
れ
菊
を
つ
か
う
こ
と
の
多
い
他
人
の
世
話

な
ど
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
､
ま
た
そ
の
よ
う
な
才
覚
も
持

ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
そ
の
鮎
が
任
坊
と
違
う
と

こ
ろ
で
､
彼
を
中
心
に
文
人
の
集
圏
が
で
き
な
か
っ
た
原
因
は
､
そ

の
あ
た
-
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

以
上
要
す
る
に
､
染
初
の
文
壇
に
お
い
て
は
ー
前
代
か
ら
の
既
成

文
人
は
ー
す
で
に
現
役
で
は
な
-
1
創
作
面
に
お
い
て
ー
そ
れ
ほ
ど

活
躍
し
た
と
は
思
わ
れ
な
い
｡
彼
等
の
果
し
た
役
割
は
ー
結
果
的
に

見
て
ー
後
進
文
人
の
育
成
に
あ
っ
た
も
の
と
言
え
よ
う
｡
た
だ
彼
等

の
下
す
評
債
は
す
べ
て
､
前
代
轡
に
お
け
る
許
債
基
準
に
本
づ
-
ち

の
で
あ
-
､
し
た
が
っ
て
ー
そ
の
影
響
下
に
あ
っ
た
後
進
文
人
達
の

文
学
も
ー
賓
代
の
文
学
の
延
長
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
よ
う
で

あ

る

｡
次
に
ー
沈
約
､
江
滝
､
任
妨
ら
の
影
響
の
下
に
接
頭
し
て
き
た
後

進
文
学
の
士
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
｡
梁
の
初
に
､
高
租
が
虞
-
文

学
の
士
を
求
め
た
こ
と
は
ー
既
に
あ
げ
た
梁
言
文
撃
俸
序
に
述
べ
て
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あ
る
と
お
-
で
あ
る
が
ー
さ
ら
に
染
書
劉
峻
侍
に
も

｢
高
阻

文
学

の
士
を
招
-
｡
高
才
あ
る
者
は
多
-
引
進
さ
れ
､
擢
-
に
次
を
以
っ

て
せ
ず
.｣
衰
峻
侍
に
も

｢高
租
は
も
と
よ
-
鮮
賦
を
好
む
｡
時
に
文

を
南
関
に
献
ず
る
者
相
い
望
む
｡
其
の
藻
寵
に
し
て
観
る
べ
き
も
の

は
､
或
は
賞
擢
さ
る
｡｣
の
よ
う
に
云
っ
て
い
る
｡
も
ち
ろ
ん
其
の
間

に
は
ー
任
坊
を
は
じ
め
と
す
る
既
成
文
人
の
力
が
ー
直
接
間
接
に
働

い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
ー
こ
-
し
て
擢
引
さ
れ
た
後
進
の
中
の
主

な
も
の
が
､
文
筆
俸
序
や
劉
葛
博
に
あ
げ
る
劉
竜
､
劉
孝
縛
､
劉
摘
､

到
概
､
到
抗
､
陸
侍
､
張
率
､
丘
遅
ー
王
借
稀
と
い
っ
た
人
々
で
あ

る
｡
こ
れ
ら
後
進
は
ー
そ
の
文
壇
に
占
め
る
位
置
ー
そ
の
他
い
ろ
い

ろ
の
面
か
ら
み
て
'
三
劉
ー
三
到
､
陸
倭
と
張
率
､
王
滑
稽
と
丘
遅
､

と
い
う
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
｡
以
下
､
天

監
年
間
に
お
け
る
彼
等
の
足
ど
-
を
順
を
追
っ
て
尋
ね
て
み
よ
う
｡

俊
1

m

濡

(苧

建
元
五
年
483
-
大
同
七
年
S
)

鷲逮

-
慣
-

壱

(&
･
建
元
四
年
4
-
天
監
一
〇
年
5
)

給
･

[
孝
縛

(苧

建
元
三
年
481
1
大
同
五
年
響

孝
儀

孝
威

1

劉
摘

劉
有

劉
孝
終

こ
の
三
人
の
関
係
お
よ
び
生
卒
年
は
上
図
の
よ
う
で
あ
る
｡

三
人
は
従
兄
弟
の
関
係
に
あ
り
､
天
監
元
年
に
は
指
は
二
〇
歳
'
葛

は
二

1
歳
､
孝
縛
は
二
二
歳
で
､
後
進
の
中
で
も
最
も
若
い
三
人
で

あ

る

｡
ま
ず
劉
稲
は
､
天
監
元
年
に
中
軍
法
曹
行
参
軍
､
二
年
に
は
領
軍

将
軍
で
あ
っ
た
沈
約
に
引
か
れ
て
其
の
主
簿
と
な
-
､
常
に
そ
の
坐

に
侍
っ
て
詩
を
賦
し
､
大
い
に
沈
約
に
嘆
賞
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
後
ー

臨
川
王
の
主
簿
､
太
子
洗
馬
､
尚
書
殿
中
部
と
累
遷
し
た
｡
高
租
に

｢
張
率
は
東
南
の
美
､
劉
稲
は
洛
陽
の
才
｣
と
解
さ
れ
た
の
は
ー
此

の
頃
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
つ
い
で
太
末
令
､
晋
安
王
友
ー
太
子
中
舎

人
､
中
書
郎
乗
中
書
通
事
舎
人
､
太
子
家
令
を
歴
任
し
､
十
二
年
に

晋
安
王
長
史
乗
丹
陽
ヂ
令
と
な
っ
て
い
る
.

劉
葛
は
天
藍
の
初
に
､
臨
川
王
妃
の
弟
と
い
う
こ
と
で
､
征
虜
主

簿
か
ら
王
の
中
軍
功
菅
に
遷
-
､
以
後
､
侍
書
庫
部
侍
邸
､
丹
陽
声

丞
､
太
子
太
博
丞
､
尚
書
殿
中
侍
邸
､
南
徐
州
治
中
と
累
遷
ー
公
事

に
よ
っ
て
免
職
と
な
っ
た
が
､
し
ば
ら
-
し
て
太
子
洗
馬
と
な
っ
て

書
記
を
掌
-
'
寿
光
殿
に
侍
講
す
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
此
の
頃
､
孝
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弟
二
十
一
新

鮮
ら
と
と
も
に
､

し
ば
し
ば
高
租
の
宴
坐
に
預
-
1
詔
を
受
け
て
詩

を
賦
し
文
名
を
馳
せ
て
い
る
｡
し
か
し
三
人
の
中
で
は
最
も
早
-
､

天
堅

〇
年
511
に
卒
し
た
｡

劉
孝
縛
は
幼
い
こ
ろ
か
ら
神
童
の
は
ま
れ
高
-
､

一
四
歳
で
父
櫓

の
代
草
を
し
た
ほ
ど
で
ー
評
判
を
聞
い
た
沈
約
､
任
蛎
､
苑
雲
ら
が

事
を
連
ね
て
合
い
に
来
た
と
い
う
｡
天
藍
の
初
に
著
作
佐
邸
と
な
-
､

太
子
舎
人
､
尚
書
水
部
邸
と
累
遷
ー
沈
約
､
任
妨
ら
と
席
を
同
じ
-

し
て
詩
を
賦
し
､
高
租
の
賞
語
を
う
け
て
知
育
北
徐
南
徐
事
に
任
命

さ
れ
､
六
年
に
は
安
成
王
記
重
と
し
て
王
府
に
随
い
ー
還

っ
て
太
子

洗
馬
に
補
せ
ら
れ
､
尚
書
金
部
侍
邸
に
遷
-
1
復
た
太
子
洗
馬
と
な

っ
て
東
宮
管
記
を
掌

っ
た
｡
そ
の
後
､
上
虞
令
と
し
て
出
､
還
っ
て

｢
天
下
の
清
官
｣
と
い
わ
れ
る
秘
書
丞
に
除
せ
ら
れ
て
い
る
｡
こ
れ

が
孝
縛
の
天
監

一
〇
年
頃
ま
で
の
経
歴
で
あ
る
｡

以
上
の
三
人
に
つ
い
て
､
薬
害
劉
稽
博
に
は

｢
橋
は
少
-
し
て
従

兄
葛
､
孝
梓
と
名
を
等
し
-
す
｡
葛
は
早
-
卒
し
､
孝
縛
は
激
し
は

坐
し
て
免
配
さ
れ
､
位
は
並
び
に
高
か
ら
ず
｡
た
だ
穣
の
み
貴
顕
と

な
る
｡｣

と
い
っ
て
い
る
が
､
文
章
に
お
い
て
は
孝
縛
が
最
も
す
ぐ

れ
て
い
た
よ
う
で
､
若
い
頃
ー
斉
の
中
書
部
の
王
融
に

｢
天
下
の
文

章
､
若
し
我
無
-
ん
ば
ー
常
に
阿
士

(孝
縛
の
小
字
)
に
蹄
す
べ
し
｡｣

と
賞
異
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
｡
後
に
は

｢
孝
縛
の
軒
藻
は
後
進

の
宗
と
す
る
所
と
馬
-
1
世

其
の
文
を
重
ん
ず
.

一
篇
を
作
る
ご

あ
ま

み
な

と
に
､
朝
に
成
れ
ば
碁
に
は

遍

ね

し
｡
好
事
老

成

訊

諭
し
侍
寓
し
､

紹
域
に
ま
で
流
聞
す
｡｣
(梁
書
本
俸
)
｢亭
苑
の
桂
壁
ー
之
を
題
さ
ざ

る
は
莫
し
｡｣
(南
史
本
俸
)
と
記
さ
れ
る
ま
で
に
な
る
が
､
し
か
し
其

の
才
を
誇

っ
て
ー
し
ば
し
ば
倣
慢
な
態
度
を
と
っ
た
た
め
､
人
に
怨

ま
れ
る
こ
と
が
多
か
つ
た
｡
そ
の
結
果
､
前
後
五
回
も
免
職
に
な
っ

て
い
る
が
ー
中
で
も
か
つ
て
は
親
友
だ
っ
た
到
治
の
弾
劾
に
よ
る
失

脚
が
最
大
の
も
の
で
あ
る
｡

2

到
概

到
拾

到
抗

三
人
の
関
係
と
生
卒
年
は
次
の
よ
う
で
あ
る
｡

88

-
撹
-

抗

(宋

･
元
徽
五
年
477
-
天
監
五
年
S
)

到
伸
度
-

-
宿

-
概

(宋

･
元
微
五
年
477
-
太
清
二
年
Se)

-
袷

(宋

･
元
徴
五
年

477
-
大
通

一
年
N=
)

概
と
治
と
は
兄
弟
､
抗
は
概
の
徒
弟
と
い
-
間
柄
で
､
天
監
の
初
に

は
三
人
と
も
二
五
､
六
歳
で
､
三
割
よ
-
少
し
年
上
で
あ
る
｡
三
人



と
も
既
に
斉
末
に
は
名
を
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
､
と
り
わ

け
概
ー
治
の
兄
弟
が
世
に
出
る
に
つ
い
て
は
ー
両
親
の
力
が
大
い
に

あ
ず
か

興
っ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
南
史
到
概
博
に
は
､
兄
弟
が
世
に
出
る
ま

た
ず
さ

で
の
い
き
さ
つ
を

｢
父

(坦
)
は
概
､
治
の
二
人
を

提

増

え

て
贋
-

｢･J

聾
債
を
為
し
､
生
母
の
魂
は
本
と
寒
家
な
る
も
ー
越
中
の
資
を
悉
し

て
､
二
見
の
為
に

(任
)
暁
に
推
奉
す
｡｣
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
｡

こ
う
し
て
概
ー
治
の
兄
弟
は
任
坊
に
特
に
目
を
か
け
ら
れ
'
天
監
二

年
に
は
義
興
の
太
守
と
な
っ
た
任
蛎
に
連
れ
ら
れ
て
郡
に
行
き
､
そ

こ
で
山
浮
の
遊
び
な
ど
を
し
て
い
る
｡

さ
て
比
の
三
人
は
､
劉
氏
の
三
人
と
同
様
に
､
天
藍
の
初
に
高
租

に
召
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
､
ま
ず
到
概
は
天
監
の
初
に
尚
書
殿
中

郎
と
な
-
､
つ
い
で
建
安
内
史
と
し
て
赴
任
ー
還
っ
て
太
子
中
舎
人

と
な
-
､
さ
ら
に
通
事
舎
人

中
喜
郎
と
な
っ
て
､
支
部
太
子
中
庶

子
を
乗
ね
た
｡
十
三
年
に
は
合
椿
太
守
と
な
っ
た
湘
東
玉
梓
に
軽
車

長
史

行
府
郡
事
と
し
て
随
行
す
る
0
そ
の
出
頚
に
際
し
て
高
組
は

A-J.1･J

王
に

｢
到
概
は
､
直

に

汝
が
行
事
た
る
の
み
に
非
ず
｡
汝
が
師
た
る

つね

たヂ

と

に
足
れ
-
｡進
止
あ
る
と
き
は
ー
毎

に

須
べ
か
ら
-

謁

ね

訪

う
べ
し
｡｣

と
言
い
き
か
せ
て
お
-
1
高
租
の
信
頼
は
厚
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡

梁
初
の
文
革
集
囲

(森
野
)

弟
の
治
は
､
天
監
の
初
に
太
子
舎
人
に
擢
用
さ
れ
た
が
､
そ
れ
に

つ
い
て
次
の
よ
う
な
話
が
俸
え
ら
れ
て
い
る
｡

天
監
の
初
ー
沿
､
概
は
供
に
擢
用
を
豪
-
､
治
は
尤
も
知
質
さ
れ
､

従
弟
の
抗
も
亦
た
相
い
輿
に
名
を
暫
し
-
す
.
高
租
は
待
詔
の
丘

遅
に
問
い
て
日
-
｢到
治
は
抗
､
概
に
何
如
ん
｡｣
連
は
封
え
て
日

-

｢
正
清
な
る
こ
と
抗
に
過
ぎ
ー
文
章
は
概
に
お
と
ら
ず
｡
加
-

る
に
､
清
吉
を
以
っ
て
す
れ
ば
､
殆
ん
ど
渚
に
及
び
難
か
ら
ん
｡｣

即
ち
詔
し
て
太
子
舎
人
と
為
す
.

(梁
書
･
南
史
本
俸
)

こ
れ
に
よ
る
と
､
先
ず
概
が
用
い
ら
れ
､
つ
い
で
沿
､
抗
が
擢
用
さ

れ
た
も
よ
う
で
あ
る
｡
二
年
に
は
司
徒
主
簿
に
選
っ
て
待
詔
省
づ
め

と
な
-
､
五
年
に
尚
書
殿
中
郎
と
な
っ
た
｡
常
時
こ
の
職
は

｢
職
に

荏
-
て
清
能
､
或
は
人
才
高
妙
な
る
老
｣
の
就
-
も
の
と
さ
れ
て
い

た
が
､
歌
が
天
藍
の
初
に
､
抗
が
三
年
に
ー
つ
い
で
治
が
五
年
に
此

の
職
に
就
い
た
わ
け
で
､
梁
書
､
南
史
の
到
抗
侍
に
は

｢
三
年
､
抗

を
以
っ
て
殿
中
曹
侍
邸
と
な
す
｡
此
の
菅
は
文
才
を
以
っ
て
選
ば
れ
､

抗
の
従
父
兄
概
ー
治
は
並
び
に
才
名
あ
-
､
時
に
相
い
代
-
て
之
と

為
-
1
普
世
に
柴
と
さ
る
｡｣

と
あ
る
〇
七
年
に
は
太
子
中
庶
人
に

遷
っ
て
､
庶
子
の
陸
優
と
と
も
に
東
官
管
記
を
掌
-
､
つ
い
で
九
年

89
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第
二
十

1
桝

に
園
子
博
士
に
遷
-
､

十
二
年
に
は
臨
川
内
史
と
な
っ
て
い
る
｡

到
抗
は
元
年
に
征
虜
主
簿
と
な
っ
た
が
ー
十

一
月
に
東
宮
が
建
て

ら
れ
る
と
太
子
洗
馬
に
抜
擢
さ
れ
た
｡
つ
い
で
太
子
洗
馬
の
ま
ま
東

つかさ
ど

宮
書
記
お
よ
び
散
騎
省
の
優
策
文
を

管

る
よ
う
に
な
-
､
三
年
に

は
殿
中
曹
侍
郎
と
な
-
1
四
年
に
太
子
中
舎
人
に
遭
っ
た
｡
本
俸
に

は
此
の
頃

｢
任
坊
､
苑
雲
と
友
と
し
て
善
し
｣
と
記
し
て
い
る
｡
其

の
年
に
丹
陽
ヂ
丞
と
な
つ
た
が
､
疾
の
た
め
に
北
中
部
讃
議
参
軍
に

遷
-
､
翌
天
監
五
年
轡

三
十
歳
の
若
さ
で
世
を
去
っ
た
O

到
概
､
治
の
兄
弟
は
そ
の
後
な
が
-
梁
の
文
壇
に
主
要
な
位
置
を

占
め
､
時
人
は
陸
棲
ー
陸
雲
に
比
し
､
世
租

(湘
東
王
樺
)
は
概
に

｢
魂
の
世
に
讐
丁
を
重
ん
じ
ー
晋
の
朝
に
二
陸
と
科
す
｡
何
如
ん
ぞ

今
の
南
到
の
､
復
た
凌
寒
の
竹
に
似
た
る
に
O｣

と
い
-
詩
を
勝
っ

て
い
る
｡
兄
弟
の
仲
の
良
さ
と
ー
そ
の
文
才
に
つ
い
て
い
っ
た
も
の

で
あ
ろ
う
か
｡

3

陸
優

張
率

三
劉
ー
三
到
と
い
う
若
手
に
比
べ
て
ー
こ
の
二
人
は
少
し
年
を
と

っ
て
お
-
1
天
監
元
年
に
は
陸
優

(宋
･
泰
始
六
年
470
-
普
通
七
年
E3)

は
三
三
歳
'
張
率

(宋
･
元
徴
三
年
475
-
大
通
元
年
S
)
は
二
八
歳
で
あ

る
ひ
と
-
わ
け
陸
健
に
つ
い
て
は

｢
十
七
に
し
て
本
州
の
秀
才
に
挙

ま
ね

げ
ら
る
｡
刺
史
の
竜
陵
王
子
良
の
､
西
邸
を
開
き
て
英
俊
を
延
-
や
､

優
も
こ
れ
に
預
る
｡｣
(梁
書
･
南
史
本
俸
)
と
あ
る
か
ら
､
沈
約
な
ど

か
ら
み
れ
ば
後
進
か
も
し
れ
な
い
が
､
梁
初
の
文
壇
に
お
い
て
は
､

す
で
に
中
堅
ク
ラ
ス
で
あ
っ
た
｡
後
に
太
子
と
な
っ
た
蒲
綱
が
､
弟

の
湘
東
王
梓
に
輿
え
た
害
に
よ
る
と
ー
陸
倭
の
筆
を
任
蛎
の
そ
れ
と

並
べ
て

｢
文
章
の
冠
晃
ー
述
作
の
稽
模
｣
と
し
､
張
率
の
賦
を
周
桧

の
耕
と
と
も
に

｢
亦
た
佳
手
に
成
-
､
復
び
遇
う
べ
き
こ
と
難
き
｣

も
の
と
し
て
お
-
､
陸
倭
と
張
率
の
文
章
は
ー
常
時
､
高
-
評
債
さ

れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡

わ
か

さ
て
陸
ー
張
の
二
人
は
､
と
も
に
呉
郡
の
出
身
で
ー
少

い

頃
か
ら

仲
が
良
か
つ
た
.
斉
の
末
に
二
人
で
沈
約
を
訪
ね
た
こ
と
が
あ
つ
た

が
､
沈
約
は
､
ち
よ
う
ど
そ
こ
に
居
合
わ
せ
た
任
妨
に

｢
此
の
二
子

は
後
進
の
才
秀
ー
み
な
南
金
な
-
｡
卿

輿
に
交
-
を
定
む
べ
し
｡｣

と
い
っ
て
二
人
を
紹
介
し
た
の
で
ー
以
後
ー
陸
優
と
張
率
は
､
任
蛎

に
親
し
-
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
｡

(薬
害

･
南
史
本
俸
)

張
率
は
天
藍
の
初
に
都
陽
王
友
と
な
-
､
司
徒
謝
肌
の
操
に
遭

っ

て
文
徳
待
詔
省
に
つ
め
､
乙
部
の
書
を
抄
し
た
-
1
古
婦
人
の
事
を
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削in

摸
し
た
-
し
て
い
た
.
そ
の
頃
ー

｢
待
詔
の
賦
｣
を
為
っ
て
奏
上
L
t

｢
相
如
は
工
な
れ
ど
も
敏
な
ら
ず
1
枚
皐
は
連
な
れ
ど
も
工
な
ら
ず
｡

卿
は
二
子
を
金
馬
に
乗
ぬ
と
謂
う
べ
し
｡｣
と
高
租
に
構
賞
さ
れ
る

な
ど
､
そ
の
お
ぼ
え
は
め
で
た
-
､
天
下
の
清
官
と
い
わ
れ
る
秘
書

丞
と
な
り
､
集
書
省
の
詔
策
を
掌
っ
た
｡
四
年
に
父
の
死
に
よ
っ
て

職
を
去
-
､
八
年
か
ら
は
晋
安
王
府
に
配
属
さ
れ
､
王
に
陰
っ
て
出

入
す
る
こ
と
十
年
に
も
及
ん
だ
｡

陸
優
は
天
藍
の
初
に
は
右
軍
安
成
王
の
外
兵
参
軍
と
な
-
､
つ
い

で
主
簿
に
遭
っ
た
.
そ
の
頃

｢
知
己
に
感
ず
る
の
賦
｣
を
為
っ
て
任

蛎
に
滑
-
1
任
坊
も
同
題
の
賦
を
為
っ
て
答
え
て
い
る
O
六
年
ご
ろ
ー

太
子
中
舎
人
に
遭
っ
て
東
宮
書
記
を
掌
-
､
七
年
に
は
太
子
庶
子

園
子
博
士
と
な
-
､
つ
い
で
太
子
中
舎
人
と
な
っ
て
､
到
治
と
東
宮

管
記
を
封
掌
し
た
｡
そ
の
後
､
母
の
死
に
よ
っ
て
職
を
去
-
､
服
が

お
わ

関
る
と
中
書
侍
邸
､
給
事
黄
門
侍
都
､
揚
州
別
駕
徒
事
史
と
累
遷
ー

疾
の
た
め
解
任
を
頗
っ
て
許
さ
れ
､
鴻
嘘
卿
に
遷
-
､
入
っ
て
支
部

都
､
参
選
事
と
な
っ
た
｡
つ
い
で
雲
歴
青
安
壬
長
史

尋
陽
太
守

行
江
州
府
州
事
と
し
て
赴
任
し
た
の
は
天
監
十
四
年
の
こ
と
で
あ
る
｡

4

丘
遅

王
恰
橋

梁
初
の
文
筆
集
圃

(森
野
)

こ
の
二
人
は
､
梁
書
文
学
博
序
に
は
､
張
率
や
到
抗
と
と
も
に

｢後
乗
の
選
｣
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
ー
劉
萄
博
に
い
-

｢後

進
文
学
の
士
｣
お
よ
び
任
妨
を
と
-
ま
-
若
手
グ
ル
ー
プ

｢蘭
重
乗
｣

の
中
に
は
､
そ
の
名
は
見
え
な
い
｡
天
監
元
年
に
は
既
に
丘
遅

(宋
･

大
明
八
年
46
-
天
監
七
年
=
)
は
三
九
歳
ー
壬
暦
橋

(宋
･
大
明
九
年
46

-
普
通
三
年
E3)
は
四
十
歳
で
あ
-
､
文
学
俸
序
の

｢後
乗
の
選
｣
と

は
ー
沈
約
や
江
滝
に
封
し
て
の
表
現
で
､
常
時
す
で
に
文
人
と
し
て

の
名
は
世
に
通
っ
て
い
た
o
王
借
編
は
斉
の
寛
陵
王
子
良
の
西
邸
に

遊
び
､
そ
こ
で
任
坊
と
文
学
を
通
じ
て
友
と
な
っ
て
お
-
､
丘
遅
も

す
で
に
三
到
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
ー
高
租
の
問
い
に
鷹
じ
て

三
到
の
許
債
を
下
し
て
い
る
は
ど
の
人
で
あ
る
｡
そ
の
よ
う
な
わ
け

で
二
人
と
も
後
進
文
学
の
士
と
は
同
日
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡

丘
遅
は
､
高
祖
が
覇
府
を
開
い
た
時
に
喋
騎
主
簿
と
し
て
甚
だ
薩

過
さ
れ
､
即
位
す
る
と
同
時
に
散
騎
侍
郎
と
な
-
1
す
ぐ
に
中
書
侍

邸
､
領
呉
興
邑
中
正
に
遷
-
､
文
徳
省
に
つ
め
た
｡
三
年
に
永
嘉
太

守
と
な
り
ー
四
年
に
は
臨
川
王
宏
の
北
伐
に
諮
議
参
軍

領
記
室
と

し
て
従
い
､
還
っ
て
中
書
侍
都
､
つ
い
で
司
徒
徒
事
中
郎
と
な
-
､

七
年
警

官
に
卒
し
た
.
時
に
年
四
五
｡
こ
の
年
に
任
坊
も
四
九
歳
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弟
二
十

l
肋

で
亡
-
な

っ
て
い
る
｡

丘
遅
の
詩
風
に
つ
い
て
は
ー
詩
品
中
品
に

あ
でや
か

｢
鮎
綴

映
婦
に
し
て
､
落
つ
る
花
の

草
に
依
る
に
似
た
-
｡｣
と

評
し
て
い
る
｡
ま
た
常
時
ー
江
滝
の
才
の
残
-
を
も
ら
っ
た
t
と
い

う
話

(南
史

･
江
掩
俸
)
の
あ
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
､
江
掩
の
鮭
に
似

た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡

王
恰
稲
は
天
監
の
初
に
臨
川
王
宏
の
後
軍
記
室
参
軍
と
な
-
1
文

徳
省
に
つ
め
た
｡
し
た
が
っ
て
此
の
頃
は
何
時
も
丘
遅
と
顔
を
合
わ

め

せ
て
い
た
こ
と
に
な
る
｡
つ
い
で
南
海
太
守
と
し
て
赴
任
ー
徴

し
還

さ
れ
て
中
書
郎

領
著
作
と
な
-
､
復
び
文
徳
省
づ
め
と
な
っ
て
中

表
簿
お
よ
び
起
居
注
を
撰
し
た
O
そ
の
後
ー
筒
害
左
丞

領
著
作
に

遷
り
､
す
ぐ
に
遊
撃
婿
軍
に
険
せ
ら
れ
御
史
中
丞
を
乗
ね
た
が
ー
公

事
に
よ
っ
て
降
等
さ
れ
て
雲
騎
賂
軍

乗
御
史
中
丞
と
な
-
､
し
ば

ら
-
し
て
御
史
中
丞
と
な
っ
た
｡
つ
い
で
少
府
卿
に
遷
-
､
出
で
て

監
呉
郡
と
な
-
､
還
る
と
尚
書
吏
部
部
に
除
せ
ら
れ
て
大
選
に
参
じ
､

南
廉
王
長
史

蘭
陵
太
守

行
府
州
国
事
と
し
て
赴
任
し
た
の
は
天

監
十
年
の
こ
と
で
あ
る
｡

な
お
彼
の
詩
に
つ
い
て
梁
書
本
俸
に
は

｢
其
の
文
は
麗
逸
に
し
て
､
多
-
新
事
の
1
人
の
未
だ
見
ざ
る
所
の

者
を
用
う
｡
世

其
の
富
博
な
る
を
重
ん
ず
｡｣

と
い
う
が
ー

同
じ

PrJ

-
本
俸
に

｢
墳
籍
を
好
み
､
書
を
努
む
る
こ
と
寓
絵
巻
に
至
る
｡
率

0
0
0
0
0

ね
異
本
多
し
｡｣

と
あ
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
､
彼
が
文
中
に
用
い
た

た
ね

｢
新
事
｣
の

種

は

ー
こ
の

｢
異
本
｣
か
ら
と
-
出
さ
れ
た
も
の
で
あ

やや

ろ
う
｡
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
｢
動

も

す
れ
ば
事
を
用
う
｣
(詩
品
)
と

許
さ
れ
た
任
暁
に

｢墳
籍
見
ざ
る
所
無
し
｡
家
は
貧
な
り
と
経
も
､

0
0
0
0
0
0

書
を
衆
む
る
こ
と
寓
絵
巻
に
至
る
｡
率
ね
異
本
多
し
｡｣

(本
俸
)
と

い
う
記
述
が
あ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
｡
用
事
ー
そ
れ
も
異
事
の
使
用

は
､
前
代
哲
の
詩
風
を
引
き
継
い
だ
梁
の
詩
の
､
主
要
な
特
色
の
一

つ
の
よ
う
で
あ
る
｡

以
上
が
後
進
文
学
の
士
の
主
な
も
の
で
あ
る
が
､
こ
の
他
に
も
ま

だ
多
-
の
後
進
が
ひ
し
め
い
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
そ
の
中
の
数
人
に

つ
い
て
解
れ
る
に
と
ど
め
て
お
-
｡

謝
覧

(宋
･
昇
明
二
年

禦

･-
天
監
十
四
年
禦

･)
は
､
斉
末
に
す
で

から
だ
ぢ
ゆ
う

に

｢
此
の
生

蘭
を

尭

鰹

に
芳
わ
す
か
と
覚
ゆ
｡
想
-
に

(租
父

た

の
)
謝
証
も
政

だ
皆
に
此
の
如
か
る
ぺ
し
｡｣

と
高
租
を
歎
息
さ
せ

た
ほ
ど
の
人
物
で
あ
る
｡
天
監
元
年
に
は
二
二
､
三
歳
､
中
書
侍
郎

と
な
っ
て
支
部
の
事
を
掌
っ
た
｡
そ
の
頃
の
こ
と
､
高
租
の
坐
に
侍

92



っ
て
い
て
敵
を
う
け
､
侍
中
の
王
味
と
詩
を
為
っ
て
滑
答
し
た
が
ー

そ
の
文
が
甚
だ
巧
み
で
あ
っ
た
の
で
ー
高
租
は
重
ね
て
焦
ら
せ
､
ま

た
ま
た
気
に
入
っ
て
し
ま
い
､

｢聖
文

晩
に
後
進
､
二
少

賓
に

た

ま
こと

名
家
ー
豊
に
こ
れ
止

だ
に
棟
隆
な
る
の
み
な
ら
ん
､
信

に

乃
ち
供
に

図
の
華
な
-
｡｣

と
い
う
詩
を
詠
ん
だ
と
い
う
｡

し
か
し
酒
が
好
き

で
､
散
騎
常
侍
の
帯
環
と
宴
席
で
口
論
し
た
た
め
降
等
さ
れ
た
こ
と

も
あ
っ
た
｡
そ
の
後
､
東
宮
管
記
を
掌
-
､
新
安
太
守
に
遷
っ
た
｡

そ
の
こ
ろ
の
部
下
に
次
に
述
べ
る
周
興
嗣
が
い
た
.
次
い
で
新
安
郡

に
お
け
る
不
手
際
に
よ
っ
て
司
徒
諮
議
参
軍
仁
成
長
史
に
左
遷
さ
れ

た
が
ー
す
ぐ
に
吏
部
尚
書
に
返
-
咲
き
ー
十
二
年
に
呉
興
太
守
と
し

て
赴
任
し
た
｡

周
興
嗣

(～
-
普
通
二
年
cm
)
は
､
高
組
が
即
位
し
た
時
に
奉
っ
た

｢
体
中
の
賦
｣
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
､
安
成
王
国
侍
郎
と
し
て
華
林

省
に
つ
と
め
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
四
年
､
河
南
国
か
ら
舞
馬
が
献
上

さ
れ
､
高
租
の
命
に
よ
っ
て
待
詔
の
到
拾
ー
張
率
と
供
に
賦
を
為
っ

た
が
'
高
組
は
興
嗣
の
作
を
巧
み
と
し
て
員
外
散
騎
侍
都
に
抜
擢
し
､

文
徳
寿
光
省
づ
め
に
進
め
た
｡
時
に
高
租
は
､
奮
宅
を
光
宅
寺
と
L
t

そ
の
寺
碑
を
興
嗣
と
陸
唾
に
そ
れ
ぞ
れ
薦
ら
せ
た
が
､
結
局
ー
興
嗣

染
初
の
文
畢
集
圏

(森
野
)

の
作
を
採
用
し
て
い
る
｡
張
率
'
陸
唾
､
到
沿
と
文
章
を
競
っ
て
勝

る
と
も
劣
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
を
み
る
と
､
相
昔
の
文
才
の
持
主
で

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
以
後
､
高
租
は
鋼
表
銘
､
珊
塘
硯
､
北
伐
轍

な
ど
の
文
章
を
全
て
彼
に
つ
-
ら
せ
て
い
る
｡
九
年
に
新
安
郡
丞
に

除
せ
ら
れ
謝
覚
の
下
で
働
き
ー
還
っ
て
ま
た
員
外
散
騎
侍
郎
佐
撰
国

史
と
な
-
､
十
二
年
に
は
給
事
中
に
遷
-
､
撰
史
は
故
の
ま
ま
と
い

-
状
態
で
あ
っ
た
｡

･もと

衰
陵
は
梁
初
に
お
け
る

｢
高
租

雅
よ
-
辞
賦
を
好
み
､
時
に
文

を
南
開
に
献
ず
る
者
､
相
い
望
む
｡
其
の
藻
麗
に
し
て
観
る
べ
き
も

の
は
､
或
は
裳
擢
さ
る
｡｣
と
い
う
状
態
に
乗
じ
､
楊
雄
の
官
蔵
に

擬
し
た
文
章
を
奉
っ
て
認
め
ら
れ
､
員
外
散
騎
侍
邸
に
除
せ
ら
れ
て

文
徳
学
士
省
に
つ
め
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
後
に
救
命
に
よ
-
陸
倭
と

そ
れ
ぞ
れ
新
関
銘
を
製
し
た
こ
と
も
あ
る
｡

劉
唆

(宋
･
大
明
六
年
462
よ
晶

二
年
cm
)
は
-
す
こ
し
前
の
王
敬
胤

と
と
も
に
世
説
の
住
着
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
､
高
租
の
坐
に
お

ま
か

い
て
は
､
そ
の

｢
性
に
率
せ
て
動
き
ー
衆
に
随
っ
て
浮
沈
す
る
能
は

ざ
る
｣
性
格
の
ゆ
え
に
､
高
租
に
ひ
ど
-
嫌
わ
れ
た
人
で
あ
る
｡
あ

る
事
が
原
田
で
以
後
日
通
-
か
な
わ
ぬ
こ
と
に
な
っ
た
劉
陵
は
､
安
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第
二
十

一
冊

成
王
秀
の
戸
曹
参
軍
と
し
て
剰
州
に
随
い
､
そ
こ
で
王
命
に
よ
っ
て

｢
紫
苑
｣
の
撰
作
に
と
-
か
か
っ
た
が
ー
疾
の
た
め
に
完
成
で
き
ぬ

ま
ま
に
職
を
去
っ
た
o
後
に

｢
額
苑
｣
が
出
来
上
る
と
､
高
租
は
さ

つ
そ
-
諸
学
士
に
命
じ
て

｢華
林
編
略
｣
と
い
う
同
じ
よ
う
な
書
を

編
纂
さ
せ
て
､

｢
類
苑
｣
を
採
用
す
る
こ
と
を
し
な
か
つ
た
と
い
う
｡

よ
ほ
ど
陵
が
気
に
-
わ
な
か
っ
た
ら
し
い
｡
陵
の

｢沸
命
論
｣
は
､

こ
の
よ
-
な
状
態
に
お
い
て
ー
其
の
懐
い
を
託
し
た
も
の
だ
と
南
史

本
俸
に
は
記
す
｡

梁
初
の
中
央
文
壇
は
､
以
上
述
べ
た
よ
う
な
状
態
で
あ
る
が
､
昔

時
､
中
央
に
進
出
し
更
に
高
租
の
坐
に
侍
る
よ
う
に
な
る
に
は
､
ど

う
し
て
も
沈
約
､
江
掩
ー
任
坊
と
い
っ
た
名
士
の
推
薦
を
得
る
こ
と

;･J

が
必
要
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
0
資
を
悉
し
て
二
見

(到
概
､拾
)
の

た
め
に
推
奉
し
た
貌
氏
の
行
為
は
決
し
て
特
例
で
は
な
-
1
高
租
の

坐
に
侍
る
よ
う
に
な
っ
た
人
す
べ
て
が
､
そ
の
よ
う
で
あ
っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
｡
中
に
は
沈
約
に
推
薦
を
依
頼
し
て
断
わ
ら
れ
､
結
局

地
方
で

一
生
を
卒
え
た
鐘
崎
の
よ
う
な
例
も
あ
っ
た
｡
さ
て
こ
う
し

て
名
士
の
推
撃
に
よ
っ
て
高
租
に
お
目
通
-
が
適
う
よ
う
に
な
る
と
､

今
度
は
高
租
の
好
み
に
合
う
よ
う
な
巧
み
な
詩
文
を
作

っ
て
ー
お
は

め
に
輿
ら
ね
ば
な
ら
な
い
｡
同
坐
の
人
々
を
匿
え
て
高
租
の
気
に
入

ら
れ
れ
ば
､
出
世
の
道
が
更
に
ひ
ら
け
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
､
高

組
の
気
に
入
る
よ
う
な
文
章
を
作

っ
た
た
め
､
即
坐
に
官
職
を
進
め

ら
れ
た
人
々
の
例
は
教
え
き
れ
ぬ
ほ
ど
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
逆
に
､
好

み
に
合
わ
ね
ば
忘
れ
ら
れ
た
存
在
と
な
-
､
坐
に
召
さ
れ
る
こ
と
も

な
く
な
っ
て
し
ま
う
｡
ま
た
そ
の
態
度
が
高
租
の
意
に
そ
わ
な
け
れ

ば
､
以
後
日
通
-
か
な
わ
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
ー
集
圏
か
ら
脱
落
し
て

珍
-
こ
と
に
な
る
｡
既
に
述
べ
た
劉
唆
､
後
に
解
れ
る
何
遜
､
呉
均

と
い
っ
た
人
々
が
､
そ
の
よ
い
例
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
中
央
文
壇

に
ひ
し
め
-
後
進
の
文
人
た
ち
は
ー
何
と
か
し
て
名
士
に
､
さ
ら
に

は
高
租
に
其
の
文
章
を
認
め
ら
れ
よ
う
と
懸
命
で
あ
っ
た
｡
文
章
こ

そ
立
身
の
道
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
あ
る
か
ら
､

作
ら
れ
る
詩
文
は
す
べ
て
高
租
ご
の
み
の
､
表
現
の
凝
っ
た
給
麗
な

も
の
に
な
っ
て
-
る
の
も
致
し
方
な
か
つ
た
｡
三
劉
､
三
到
ー
陸
偉
､

張
率
ー
丘
遅
､
王
借
稀
ら
の
文
章
は
､
す
べ
て
そ
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
｡
も
し
新
轡
の
文
章
で
も
作
れ
ば
､
す
こ
し
後
の
こ
と
に
な
る

が
､
徐
摘
の
よ
う
に
ー
高
租
に
呼
び
つ
け
ら
れ
藷
責
ざ
れ
る
こ
と
に
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も
な
る
｡
所
詮
ー
中
央
文
壇
で
は
ー
個
性
豊
か
な
文
学
は
育
た
ず
ー

す
べ
て
御
用
文
学
と
な
っ
て
し
ま
い
､
gA
'に
個
性
の
あ
る
文
学
は
ー

集
圏
に
し
ろ
個
人
に
し
ろ
､
中
央
文
壇
の
影
響
の
少
い
ー
地
方
に
芽

生
え
て
-
る
｡
そ
の
芽
が
大
き
-
育
っ
て
は
じ
め
て
､
梁
の
文
学
と

い
え
る
も
の
が
で
き
上
る
の
で
､
そ
れ
ま
で
の
梁
の
文
学
は
､
轡
の

文
筆
の
延
長
に
し
か
す
ぎ
な
か
っ
た
｡
そ
の
梁
の
文
学
の
最
も
大
き

な
芽
生
え
は
背
安
玉
鋼

(後
の
簡
文
帝
)
の
集
圏
で
ー
刑
州
ー
江
州
､

南
徐
州
､
殖
州
と
藩
府
を
移
し
な
が
ら
､
中
央
文
壇
に
批
判
的
な
徐

摘
､
鐘
崎
ら
を
中
心
に
､
新
し
い
文
学
の
た
め
の
基
礎
づ
-
り
が
な

さ
れ
て
い
た
｡
と
こ
ろ
で

一
万
､
こ
れ
と
は
ち
が
つ
た
意
味
で
個
性

的
な
文
人
､
す
な
わ
ち
中
央
の
文
風
に
な
じ
め
ず
に
ー
地
方
で
孤
高

を
保

っ
て
い
る
文
人
も
あ
る
｡

そ
れ
は

｢
清
新
の
気
｣

あ
-
と
柄

さ
れ
る
何
遜
ー
呉
均
､
五
言
詩
の
名
手
と
し
て
何
遜
と
名
を
暫
し
-

し
た
王
国
侍
邸
の
虞
鴛
､
詩
品
に

｢
奇
句
清
抜
｣
と
許
さ
れ
る
育
安

け
いしゆ
つ

王
侍
部
の
虞
豪
､
同
じ
-
詩
品
に

｢能
-
お
の
ず
か
ら

適

出

す

｣
と

い
わ
れ
る
建
陽
令
の
江
供
と
い
っ
た
人
々
で
あ
る
｡
こ
れ
ら

｢清
新
｣

｢
清
扶
｣
と
い
う
評
語
を
輿
え
ら
れ
る
よ
う
な
詩
は
ー
簡
文
帝
を
含

め
て
､
暫
梁
の
文
学
と
は
相
い
容
れ
な
い
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
よ

梁
初
の
文
学
集
開

(森
野
)

う
で
あ
る
｡

二

昭
明
太
子
の
文
学
集
園

前
代
か
ら
の
既
成
文
人
と
､
後
進
文
学
の
士
に
よ
っ
て
織
-
な
さ

れ
た
梁
初
の
中
央
文
壇
も
ー
天
監
四
年
に
江
滝
が
ー
七
年
に
任
坊
､

十
二
年
に
沈
約
が
世
を
去
る
と
､
後
進
の
も
の
と
な
る
｡
そ
の
中
心

に
ク
ロ
ー
ズ

･
ア
ッ
プ
さ
れ
て
-
る
の
は
ー
高
組
の
長
男
と
し
て
轡

の
中
興
元
年
肌
に
生
ま
れ
た
蒲
統

つ
ま
-
昭
明
太
子
で
あ
る
.
以
後
､

中
大
通
三
年
に
三

一
歳
で
義
ず
る
ま
で
､
そ
の
文
学
集
圏
は

｢
晋
宋

･ヽ
.り

以
来
'
比

ぶ

る
も
の
な
し
｣
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
盛
況
を
み
せ
る
｡

梁
書
､
南
史
の
王
笥
博
に
は
ー

昭
明
太
子
は
文
学
の
土
を
愛
し
ー
常
に
笥
お
よ
び
劉
孝
綿
､
陸
優
ー

到
治
､
殿
鈎

(芸
)
ら
と
玄
圃
に
遊
宴
す
o
太
子

猫
-
箔
の
袖
を

執
-
､
孝
縛
の
眉
を
撫
し
て
､
言
い
て
日
-

｢
い
わ
ゆ
る
左
に
浮

丘
の
袖
を
把
-
1
右
に
洪
崖
の
眉
を
拍

つ
｡
｣
其
の
重
ん
ぜ
ら
る

る
こ
と
此
の
如
し
｡

と
､
そ
の
坐
の
様
子
を
述
べ
て
い
る
o
王
笥

(苧

建
元
三
年
481
-
太

清
三
年
S
:)
は
､
蔵
書
令
沈
約
に
其
の
文
才
を
高
-
許
債
さ
れ
､
そ
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の

｢
晩
乗
の
名
家
'

た
だ
王
鍔
の
猶
歩
す
る
を
見
る
の
み
｣
と
い
う

推
薦
に
よ
っ
て
中
央
に
出
て
来
た
人
で
､
六
年
頃
に
尚
書
殿
中
郎
と

な
り
､
つ
い
で
太
子
洗
馬
ー
太
子
中
舎
人
と
累
遷
し
､
い
ず
れ
も
東

宮
管
記
を
掌
っ
て
い
る
｡
常
時
､
つ
ま
-
天
監
七
'
八
年
の
頃
に
は
､

到
治
は
太
子
中
舎
人
と
し
て
､
太
子
庶
子
の
陸
優
と
東
宮
管
記
を
封

掌
し
､
劉
孝
給
も
ま
た
そ
の
頃
､
太
子
洗
馬
と
し
て
東
宮
管
記
を
掌

0

0

っ
て
い
る
｡
殿
芸
と
殿
鈎
に
つ
い
て
は
､
梁
書
は
芸
､
南
史
は
釣
と

す
る
が
､
常
時
ー
芸
は
通
直
散
騎
侍
郎

乗
中
書
通
事
舎
人
､
釣
は

太
子
家
令
と
し
て
東
宮
書
記
を
掌
っ
て
お
-
1
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
､

○釣
と
す
る
南
史
の
方
が
正
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
｡
そ
の
頃
ー

太
子
は
ま
だ
八
､
九
歳
で
あ
っ
た
が
､
す
で
に
幕
安
殿
に
お
い
て
孝

経
を
講
じ

(八
年
九
月
)
'
壷
-
大
義
に
通
じ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
｡

高
祖
は
､
ど
の
息
子
に
た
い
し
て
も
､
信
頼
の
お
け
る
文
人
を
選

ん
で
側
に
つ
け
て
い
る
が
ー
特
に
太
子
の
統
に
は
普
代

一
流
の
文
人

達
を
配
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
高
租
の
太
子
に
封
す
る
心
遣
い
は
､

梁
書
壬
錫
侍
の
次
の
よ
う
な
記
事
に
も
う
か
が
え
る
｡

時
に
昭
明
は
鏑
お
幼
-
1
未
だ
臣
僚
と
相
い
接
せ
ず
｡
高
租
は
太

子
洗
馬
王
錫
､
秘
書
郎
張
問
､
親
表
の
英
華
ー
朝
中
の
髪
俊
に
､

師
友
を
以
っ
て
之
に
事
う
可
し
､
と
赦
す
｡

高
租
の
配
慮
に
よ
る
､
す
ぼ
ら
し
い
文
学
褒
境
の
中
で
､
太
子
は

文
学
集
園
の
主
と
し
て
生
長
し
て
ゆ
-
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
王
筒
､
劉
孝
締
､
到
拾
､
陸
優
ー
殿
釣
ら
は
､
そ
の
後

の
幾
度
か
の
韓
任
を
経
て
ー
天
藍
の
末
頃
に
再
び
太
子
の
坐
に
顔
を

そ
ろ
え
る
｡
染
書

･
南
史
劉
孝
締
侍
に
は
常
時
の
様
子
を
､

(劉
孝
給
は
)
大
府
卿

太
子
僕
に
遷
-
､
復
た
東
宮
管
記
を
掌
る
｡

時
に
昭
明
太
子
は
士
を
好
み
文
を
愛
し
ー
孝
辞
は
殿
鈎

(蛋
)
､
陸

健
'
重
篤
､
到
沿
ら
と
同
に
賓
薩
さ
る
.

と
記
す
o
常
時
､
陸
優
は
太
子
中
庶
子
､
王
筒
は
太
子
家
令
､
到
治

は
太
子
中
庶
子
ー
股
釣

(南
史
)
は
東
宮
学
士
か
ら
更
に
中
庶
子

園
子
博
士
に
遷
-
1
段
芸

(梁
書
)
は
園
子
博
士

太
子
侍
恵
で
あ

っ
た
｡
ま
た
こ
の
頃
､
天
監
の
初
に
高
租
の
坐
に
侍
し
て
文
名
を
馳

せ
た
張
率
が
ー
晋
安
王
府
に
お
け
る
十
年
間
の
勤
め
を
了
え
て
遠
-
I

太
子
の
坐
に
侍
っ
て
い
る
｡
張
率
侍
に
よ
れ
ば

｢
太
子
家
令
に
選
り
ー

中
庶
子
陸
倭
､
僕
射
劉
孝
縛
と
兼
官
管
記
を
封
掌
す
｡｣
と
い
う
｡

と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
人
々
の
中
､
太
子
に
最
も
愛
接
さ
れ
た
の
は

劉
孝
緋
で
､
太
子
が
禦
賢
堂
を
建
て
た
時
､
宝
工
に
先
ず
蓋
か
せ
た
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の
は
劉
孝
縛
の
姿
で
あ
っ
た
と
い
う
O
ま
た
太
子
の
文
章
が

｢繁
富
｣

な
た
め
'
葦
才
は
す
べ
て
其
の
撰
銀
を
願
い
出
た
が
､
太
子
は
孝
紳

だ
け
に
撰
集
を
許
し
て
い
る
｡

時
に
太
子
は
二
十
歳
-
ら
い
､
梁
書

･
南
史
の
本
俸
に
は

才
撃
の
士
を
引
網
し
､
賞
愛
し
て
倦
む
こ
と
無
し
o
恒
に
自
ず
か

ら
篇
籍
を
討
論
し
､
或
は
学
士
と
古
今
を
商
権
し
､
間
に
は
則
ち

鮭
ぐ
に
文
章
著
述
を
以
っ
て
す
る
を
､
率
ね
以
っ
て
常
と
為
す
｡

ち
か

時
に
東
宮
に
は
三
高
雀
に

幾

き

書
あ
-
､
名
才
並
び
集
ま
り
､
文

学
の
盛
ん
な
る
こ
と
､
背
宋
以
来
ー
未
だ
こ
れ
有
ら
ざ
る
な
り
｡

と
あ
る
の
は
､
こ
の
頃
か
ら
中
大
通
三
年
に
三

一
歳
で
菱
ず
る
ま
で

の
ー
太
子
と
そ
の
集
圏
の
日
常
の
様
子
で
あ
ろ
う
｡
本
俸
に
は
さ
ら

に
ー
玄
国
の
亭
館
に
お
け
る
清
遊
の
一
こ
ま
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
｡

嘗
っ
て
舟
を
後
池
に
淀
ぶ
る
に
､
番
品
侯
軌
は
盛
ん
に

｢
此
の
中

に
宜
し
-
女
栗
を
奏
す
ぺ
し
｣
と
稀
す
O
太
子
は
答
え
ず
､
左
思

の
招
隠
詩
を
詠
じ
て
目
-

｢何
ぞ
必
ず
し
も
餅
と
竹
と
の
み
な
ら

1

ん
｡
山
水
に
清
音
あ
-
｡｣
侯
は
懲
し
て
止
む
｡

山
水
を
愛
し
ー
聾
栗
を
畜
え
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
太
子
の
員
面
目

梁
初
の
文
卑
集
困

(森
野
)

な
性
格
が
よ
-
表
わ
れ
て
い
る
｡

太
子
の
文
学
集
圏
に
参
加
し
た
人
々
に
は
､
以
上
述
べ
た
王
筒
ー

劉
孝
締
､
陸
健
､
張
率
ー
到
治
ー
殿
釣

(芸
)
の
は
か
に
ー
到
概
､

劉
確
､
謝
琴
､
劉
赦
､
庚
於
陵
ら
が
い
る
D

到
瀧
は
天
監
十

一
ー
二
年
ご
ろ
に
太
子
中
舎
人
に
な
っ
て
お
-
､

劉
稲
も
天
監
二
､
三
年
か
ら
十
二
､
三
年
に
か
け
て
､
引
き
樟
い
て

で
は
な
い
が
太
子
舎
人
､
太
子
洗
馬
ー
太
子
中
庶
人
ー
太
子
家
令
､

太
子
中
庶
子
と
し
て
太
子
の
側
に
事
え
て
い
る
｡
庚
於
陵
は
眉
吾
の

兄
で
あ
る
が
ー
七
､
八
年
ご
ろ
に
太
子
洗
馬
と
な
っ
て
い
る
｡

劉
銀

(宋
･
泰
始
465
71
初
I
普
通

520
26
初
)
は
､
天
監
十
年
頃
か
と
思

わ
れ
る
が
､
仁
威
南
廉
王
記
室
と
し
て
東
宮
通
事
舎
人
を
兼
ね
､
つ

い
で
歩
兵
校
尉
と
し
て
復
た
東
宮
通
事
舎
人
を
兼
ね
て
お
-
､
染

書

･
南
史
本
俸
に
は

｢
昭
明
太
子
は
文
学
を
好
み
､
深
-
之
を
愛
接

す
｣
と
記
さ
れ
て
い
る
｡
時
に

｢
文
心
願
龍
｣
は
完
成
し
て
い
た
か

ら
､
太
子
と
の
間
に
は
そ
れ
に
つ
い
て
の
議
論
も
為
さ
れ
た
で
あ
ろ

う
し
､
そ
れ
が
太
子
の
文
学
観
に
影
響
を
輿
え
た
こ
と
は
ま
ち
が
い

あ
る
ま
い
｡
後
に

｢
肯
安
王
集
囲
｣
で
ふ
れ
る
､
育
安
王
と
鍾
蝶
と

の
関
係
に
も
似
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
｡
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T
肌

謝
畢

(～
I
太
活
二
年
Se)
は
高
租
集
園
の
と
こ
ろ
で
些

へ
た
謝
覚

の
弟
で
あ
る
｡
十
四
歳
の
時
ー
沈
約
に
五
言
詩
を
滑
っ
て
賞
讃
さ
れ
､

世
の
人
々
は

｢
王
に
養

(箔
の
小
字
)
贋

(泰
の
小
字
)
あ
-
1

謝
に

覚
､
畢
あ
-
｣
と
評
判
し
た
と
い
う
｡
ま
た
兄
の
覚
と
い
っ
し
ょ
に

或
る
年
の
元
合
に
参
列
し
た
時
に
は
ー
江
滝
が

一
見
し
て

｢
い
わ
ゆ

る
二
龍
を
長
塗
に
駁
す
る
な
-
｣
と
感
嘆
の
言
葉
を
顎
し
て
い
る
｡

天
監
の
初
に
太
子
舎
人
､
太
子
庶
子
と
な
-
ー
五
年
に
は
太
子
家
令

と
し
て
東
宮
管
記
を
掌
-
1
つ
い
で
太
子
中
庶
子
と
な
っ
て
管
記
を

掌
り
'
深
-
太
子
に
賞
接
さ
れ
た
｡

こ
の
よ
う
に
東
宮
に
お
け
る
太
子
を
中
心
と
す
る
文
学
集
園
は
､

そ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
ほ
ど
の
盛
況
を
み
せ
る
の
で
あ
る
が
ー
同
時

に
高
租
の
宗
光
殿
ー
華
林
園
な
ど
に
お
け
る
文
学
活
動
も
盛
ん
に
行

わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
｡
こ
の
二
つ
の
集
圏
の
間
で
は
､
所
属
す

る
文
人
も
活
動
の
場
も

一
麿
区
別
さ
れ
て
い
る
が
ー
折
あ
る
ご
と
に

往
き
来
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
､
中
央
文
壇
と
し
て

一
つ
に
扱

つ
て
も
よ
か
ろ
う
｡

高
租
が
文
学
を
愛
好
し
ー
文
人
を
招
引
す
れ
ば
､
諸
王
た
ち
も
其

の
影
響
を
受
け
ざ
る
を
得
な
い
Q
昭
明
太
子
､
晋
安
王
綱
､
湘
東
王

鰐
の
三
人
は
､
そ
れ
ぞ
れ
文
章
の
才
に
恵
ま
れ
て
も
い
た
が
､
さ
ら

に
父
高
租
の
眼
鏡
に
適
っ
た
文
人
を
側
に
つ
け
ら
れ
､
い
や
で
も
文

学
を
愛
し
ー
文
人
を
手
許
に
招
-
習
慣
が
つ
い
て
し
ま
う
｡
た
だ
高

租
の
膝
下
に
い
る
太
子
と
､
地
方
に
王
府
を
構
え
て
い
る
晋
安
王
､

湘
東
王
と
で
は
事
情
は
少
し
興

っ
て
-
る
｡
中
央
に
居
れ
ば
ど
う
し

て
も
高
租
の
制
約
を
受
け
る
よ
う
に
な
-
､
都
を
遠
ざ
か
る
に
つ
れ

て
､
そ
れ
は
弱
-
な
っ
て
ゆ
-
｡
そ
れ
が
原
因
の
全
て
で
は
あ
る
ま

い
が
､
昭
明
太
子
の
文
学
は
正
統
的
な
も
の
と
な
-
､
昔
安
王
､
そ

れ
に

(は
つ
き
-
し
な
い
鮎
は
あ
る
が
)
湘
東
工
の
文
学
は
新
襲
と
よ

ば
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
O
そ
れ
は
と
も
か
-
と
し
て
､
諸
王
を

中
心
と
す
る
文
学
集
園
が
､
轡
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
多
-
生
ま

れ
た
原
因
の
最
も
大
き
な
も
の
は
､
自
分
自
身
が

一
流
の
文
人
で
も

あ
っ
た
高
租
の
文
学
愛
好
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
｡
諸
壬
は
高
租

に
影
響
さ
れ
､
家
臣
は
主
君
の
意
を
迎
え
､
い
わ
ゆ
る
知
識
人
達
の

生
活
は
文
学
を
中
心
と
し
て
流
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
以
下
ー

高
租
の
息
子
の
育
安
王
綱
､
湘
東
王
揮
､
弟
の
安
成
王
秀
､
建
安
王

佐
を
､
そ
れ
ぞ
れ
中
心
と
す
る
文
学
集
園
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
｡
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三

者

安
王
綱
の
文
学
集
国

後
に
昭
明
太
子
の
集
圃
に
か
わ
っ
て
梁
の
文
壇
の
中
心
と
な
る
背

安
王
集
囲
も
ー
天
監
年
間
は
ま
だ
そ
の
播
藍
期
に
あ
っ
た
｡

綱
は
高
租
の
第
三
千
と
し
て
ー
同
腹
の
兄
統
に
お
-
れ
る
こ
と
二

午
-
天
監
二
年
503
十
月
に
生
ま
れ
た
｡
彼
の
天
監
年
間
に
お
け
る
経

歴
は
､
五
年
506

(四
歳
)
に
育
安
王
に
封
ぜ
ら
れ
､
八
年
509

(七
歳
)

に
雲
磨
将
軍

領
石
頭
戊
軍
事
､
九
年
OG
(八
歳
)
に
宣
毅
将
軍

南

東
州
刺
史
ー
十
二
年
S
(十
一
歳
)
に
な
る
と
宣
恵
将
軍

丹
陽
ヂ
と

な
っ
て
還
っ
た
が
､
十
三
年
=LL)
(十
二
歳
)
に
は
宣
恵
購
軍

制
州
刺

史
と
し
て
江
陵

へ
､
十
四
年

S

(十
三
歳
)
に
は
雲
磨
将
軍

江
州
刺

め

史
と
し
て
尋
陽
に
遷
-
､
十
七
年

S

(十
六
聾

に
徴

し
還
さ
れ
て
西

中
部
将

鎖
石
頭
戊
軍
事
と
な
っ
て
い
る
｡
そ
の
間
､
王
の
藩
府
に

は
､
晋
安
王
集
圏
の
二
本
の
柱
と
な
る
徐
拘
と
庚
眉
吾
が
常
に
随
っ

て
お
-
1
そ
れ
に
中
央
か
ら
輯
任
し
て
き
た
張
率
と
陸
健
が
加
わ
っ

て
､
集
圏
の
基
礎
づ
-
-
を
し
て
い
る
｡

徐
摘

(宋
･
元
微
二
年
474
-

大
賞
二
年
gg)
は
ー
天
監
八
年
に
王
が
雲

嘩
渚
軍

領
石
頭
成
軍
事
と
な
っ
た
時
に
､
そ
の
侍
喪
に
な
っ
た
.

梁
初
の
文
畢
集
園

(森
野
)

時
に
摘
は
三
六
歳
で
あ
る
｡
侍
語
に
な
る
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
話

が
梁
書

･
南
史
の
本
俸
に
記
さ
れ
て
い
る
｡ま

も

た
ま
た
ま
晋
安
王
綱

出
で
て
石
頭
を
成
る
｡
高
租
は
周
捨
に
謂

い
て
目
-

｢
我
の
為
に

l
人
の
ー
文
学
供
に
長
じ
､
兼
ね
て
行
い

あ
る
者
を
求
め
よ
｡
晋
安
と
遊
庭
せ
し
め
ん
と
欲
す
｡｣

捨
日
-

た

｢
臣
の
外
弟
の
徐
摘
は
ー
形
質
陸
中
に
し
て
､
衣
に
勝

え
ざ
る
が

若
き
も
､
此
の
選
に
堪
え
ん
｡｣
高
租
日
-

｢
必
ず
仲
宜
の
才
あ

えら

ら
ん
､
亦
た
其
の
容
貌
を

簡

は

ず
｡｣
摘
を
以
っ
て
侍
講
と
為
す
｡

こ
の
高
租
の
期
待
を
裏
切
ら
ず
ー
摘
は
王
の
生
涯
を
通
じ
て
そ
の
側

に
侍
-
忠
節
を
壷
し
て
い
る
｡

文
章
に
つ
い
て
は
､
染
書
本
俸
に

｢摘
は
幼
に
し
て
学
を
好
み
､

つづ

長
ず
る
に
及
び
遍
-
経
史
を
覚
る
｡
文
を
属
-
て
は
好
ん
で
新
撃
を

為
し
ー
奮
鰻
に
拘
わ
ら
ず
｡｣
と
あ
る
よ
う
に
､
若
い
頃
か
ら
､
後

の
官
鮭
詩
家
元
と
し
て
の
素
質
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
､
王
は
七
歳

の
頃
か
ら
彼
の
そ
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
て
い
る
わ
け
で
あ
る
｡

庚
眉
吾

(&
･
永
明
八
年
49
-
承
撃
葦

cqEg
～
･)
は
ー
徐
摘
よ
-
も
先

に
晋
安
王
国
常
侍
と
な
っ
て
い
る
｡
時
に
､
ま
だ
二
十
歳
に
は
な
っ

て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
十
二
年
に
互
恵
府
行
参
軍
に
遷
-
､
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l
肋

王
の
園
が
え
に
障

っ
て
王
府
中
郎

-兼
記
室
参
軍
､
雲
摩
参
軍

乗

記
室
参
軍
を
歴
任
し
て
い
る
｡

徐
網
と
庚
屑
吾
と
は
ー
こ
の
よ
う
に
し
て
晋
安
王
集
圏
の
人
と
な

っ
た
の
で
あ
る
が
､
こ
れ
か
ら
の
此
の
集
圏
は
､
ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
徐
柄
を
中
心
と
し
て
動
い
て
ゆ
-
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
後
に
壬
が

太
子
と
な
っ
た
時
､
東
宮
に
宮
腰
詩
を
は
や
ら
せ
て
高
租
の
喚
問
を

う
け
た
の
も
彼
な
ら
ー
侯
景
が
墓
城
を
晒
し
て
太
子
に
迫

っ
た
時

ま
み

｢
侯
公
は
常
に
鰹
を
以
っ
て

見

ゆ

べ
し
､
何
ぞ
か
-
の
如
-
す
る
を

得
ん
｡｣
と
叱
-
つ
け
た
の
も
彼
で
あ
る
｡

次
に
中
央
か
ら
加
わ
っ
た
張
率
と
陸
債
で
あ
る
が
､
張
率
は
天
監

八
年
に
､
つ
ま
-
徐
柄
と
同
時
に
雲
麿
中
記
室
と
し
て
王
に
随
い
､

以
後
十
年
間
ー
王
府
に
随

っ
て
移
動
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
九
年
に

は
宣
毅
諮
議
参
軍

乗
記
室
､
十
三
年
に
宣
恵
諮
議

領
江
陵
令
､

十
四
年
に
は
諮
議
の
ま
ま
､
領
記
室

監
濠
章
臨
川
郡
ー
十
七
年
に

や
つ
と
太
子
僕
と
し
て
中
央

へ
還

っ
た
｡
梁
吾

･
南
史
本
俸

に
は

｢
府
に
在
る
こ
と
十
年
､

恩
薩
甚
だ
篤
し
｡｣
と
記
し
て
い
る
O
陸

倭
は
十
四
年
に
晋
安
王
長
史

尋
陽
太
守

行
江
州
府
州
事
と
し
て

赴
任
し
て
き
た
が
､
後
に
公
事
を
以
っ
て
免
職
に
な
っ
て
お
り
ー
在

府
の
期
間
は
そ
れ
ほ
ど
艮
-
は
な
か
つ
た
よ
う
で
あ
る
｡

こ
の
ほ
か
に
は
､
九
年
に
庚
眉
吾
の
兄
於
陵
が
宣
毅
長
史

贋
陵

太
守

行
府
州
事
と
し
て
赴
任
し
て
い
る
が
ー
公
事
を
以
っ
て
免
職

と
な
っ
て
い
る
｡
ま
た
十
七
年
に
は

｢
詩
品
｣
の
著
者
鍾
喋
が
記
室

と
し
て
王
に
侍
し
て
い
る
｡
彼
の
生
年
は
末
の
黍
始
四
年
468
と
推
定

さ
れ
て
い
る
か
ら
ー
こ
の
時
五

一
歳
､
す
で
に

｢
詩
品
｣
は
完
成
し

て
お
-
､
王
の
文
章
観
に
大
き
な
影
寒
を
輿
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
想

像
に
難
-
な
い
｡

｢
文
質
彬
彬
｣
た
る
文
章
を
理
想
と
す
る
昭
明
太

子
の
背
後
に

｢
文
心
願
龍
｣
の
著
者
劉
鶴
が
あ
る
よ
う
に
ー

｢
性
情

の
吟
詠
｣
こ
そ
文
章
の
全
て
と
信
ず
る
晋
安
王
網
の
背
後
に
は
鐘
崎

が
あ
る
わ
け
で
あ
る
｡
皇
太
子
時
代
に
弟
の
湖
東
王
に
輿
え
た
書
を

見
る
と
､
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
常
時
の
文
鮭
に
封
す
る
批
判
､
つ
ま

-
彼
の
文
章
観
は
､
す
べ
て
詩
品
序
の
主
張
と

一
致
し
て
お
-
､
そ

の
影
響
の
ほ
ど
が
う
か
が
わ
れ
る
｡

以
上
が
天
監
年
間
に
お
け
る
晋
安
王
集
園
の
様
子
で
あ
る
が
､
す

で
に
此
の
時
期
に
お
い
て
ー
背
安
王
の
文
学
観
､
す
な
わ
ち
感
情
を

直
接
表
現
す
る
こ
と
こ
そ
文
学
と
す
る
考
え
方
は
､
鍾
嘆
や
徐
摘
の

影
響
を
う
け
て
固
ま
っ
て
き
て
い
た
と
思
わ
れ
る
｡
此
の
頃
か
､
或
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は
も
う
す
こ
し
後
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
､
昭
明
太
子
の

｢
晋
安

王
に
答
う
る
書
｣
を
見
る
と
､
王
の
文
章
を
は
め
あ
げ
た
あ
と
で
古

典
の
致
用
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
｡
こ
れ
は
ー
典
故
の
引
用
を
性
情

の
吟
詠
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
斥
け
る
晋
安
王
に
対
し
て
説
得
を

試
み
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
､
し
か
し
数
栗
は
無
か
っ
た
よ
う
で

あ

.る

｡
そ
の
後
-
普
通
四
年
523
か
ら
中
大
通
元
年
529
に
い
た
る
薙
州
時
代

に
､
此
の
集
圏
の
ピ
ー

ク
の

l
つ
が
お
と
づ
れ
る
0
両
史
庚
眉
吾
侍

T),}よ(眉
吾
は
)
薙
州
に
て
命
を
被
-
､
劉
孝
威
､
江
伯
拓
､
孔
敬
通
､

申
子
悦
､
徐
防
､
徐
摘
､
王
国
､
孔
鎌
､
飽
至
ら
十
人
と
'
衆
籍

を
抄
摸
し
､
其
の
果
供
を
豊
に
し
､
高
膏
学
士
と
競
す
o

ま
た
染
書
庚
眉
吾
侍
に
は
ー

も
と

初
め
太
宗

藩
に
在
る
や
ー
雅
よ
-
文
章
の
士
を
好
む
｡
時
に
眉

吾
は
､
東
海
の
徐
摘
､
呉
郡
の
陸
呆
ー
彰
城
の
劉
遭
､
劉
孝
儀
､

儀
の
弟
の
孝
戒
と
同
に
賞
接
さ
る
｡

と
あ
る
よ
-
に
､
人
材
の
層
も
厚
-
な
-
1
文
学
活
動
も
盛
ん
に
行

わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡

梁
初
の
文
学
集
圃

(森
野
)

と
こ
ろ
で
此
の
中
の
劉
孝
儀
､
孝
威
は
､
す
で
に
ふ
れ
た
劉
孝
縛

の
弟
で
あ
-
､
ま
た
劉
蓮
は
孝
縛
の
徒
弟
で
あ
る
｡
染
書

･
南
史
劉

孝
緯
侍
に
は
､
そ
の
兄
弟
お
よ
び
従
兄
弟
に
文
人
の
多
か
っ
た
こ
と

に
つ
い
て
､

｢
孝
縛
の
兄
弟
､
及
び
葦
従
諸
子
姪
は
､
常
時
七
十
人

つづ

あ
-
､
並
び
に
能
-
文
を

層

-

､
近
古
い
ま
だ
之
れ
有
ら
ざ
る
な
-
｣

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
劉
氏
兄
弟
に
封
抗
し
う
る
も
の
に
ー

到
氏
兄
弟
や
諸
氏
兄
弟
が
あ
る
｡
諸
氏
の
兄
弟
は
主
と
し
て
高
租
の

坐
を
中
心
と
し
て
梁
の
中
､
後
期
の
文
壇
に
活
躍
す
る
が
､
梁
書

･

南
史
粛
子
情
侍
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
｡
｢子
格
の
兄
弟
十
六
人
ー

並
び
に
梁
に
仕
う
｡
文
学
あ
る
者
は
､
子
恰
ー
子
質
ー
子
顕
ー
子
雲
ー

子
曙
の
五
人
｡
子
情
は
嘗

っ
て
所
親
に
謂
い
て
日
-

『
文
史
の
事

は
ー
諸
弟

之
を
備
え
-
｡
吾
の
復
た
牽
率
す
る
を
煩
わ
さ
ず
｡
但

だ
過
食
公
よ
-
す
れ
ば
､
過
無
-
し
て
足
れ
り
｡』

こ
の
よ
う
に
同

族
に
す
ぐ
れ
た
文
人
が
多
-
輩
出
し
た
例
は
､
高
租

一
族
を
は
じ
め

と
し
て
昔
時
多
-
あ
っ
た
よ
う
で
､
文
学
が
生
活
の
中
心
で
あ
っ
た

此
の
時
代
の
一
つ
の
特
色
と
言
え
よ
う
｡
こ
れ
ら
同
族
文
人
は
､
見

方
に
よ
れ
ば
夫
々
一
つ
の
文
学
集
圏
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
わ
け

で
あ
-
､
梁
書

･
南
史
蒲
介
侍
に
い
う

｢
介
は
性

高
簡
に
し
て
､
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丁
耕

交
遊
少
し
｡
惟
だ
族
兄
深
､

従
兄
酸
素
お
よ
び
拾
､
徒
弟
淑
ら
と
､

文
酒
も
て
賞
昏
す
る
の
み
｡
時
人
以
っ
て
謝
氏
の

『
烏
衣
の
遊
び
』

に
比
す
｡｣
の
よ
う
な
､
同
族
文
人
に
よ
る

｢
遊
び
｣
が
､
昔
時
い

ろ
い
ろ
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

話
が
す
こ
し
そ
れ
た
が
､
育
安
王
集
圏
の
様
子
に
つ
い
て
､
染
書

簡
文
帝
紀
に
は

｢
文
学
の
士
を
引
網
し
､
賞
接
し
て
倦
む
無
し
｡
恒

に
篇
籍
を
討
論
L
t
鰹
ぐ
に
文
章
を
以
っ
て
す
｡｣

と
記
す
｡
中
大

通
三
年
の
昭
明
太
子
の
亮
去
に
よ
っ
て
皇
太
子
と
な
っ
た
綱
は
､
此

の
集
圏
を
率
い
て
中
央
文
壇
に
登
場
し
､
新
風
を
吹
き
こ
む
こ
と
に

な
る
｡四

湘
東
王
秤
の
文
学
集
圃

粛
梓
は
天
監
七
年
508
八
月
-
高
租
の
第
七
子
と
し
て
生
ま
れ
た
｡

十
三
年
514
七
月
に
湘
東
王
に
封
ぜ
ら
れ
て
寧
遍
照
軍

合
梧
太
守
と

な
-
､
普
通
元
年
520
に
侍
中

宣
威
購
軍

丹
陽
声
と
し
て
都
に
還

る
ま
で
禽
梧
郡
に
と
ど
ま
る
｡
し
た
が
っ
て
湘
東
王
集
輿
は
､
ま
ず

合
稽
郡
の
藩
府
で
そ
の
基
礎
づ
-
,リ
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
｡

湘
東
王
が
合
稽
太
守
に
任
ぜ
ら
れ
た
時
ー
高
租
は
三
到
の

一
人
到

概
を
軽
率
長
史

行
府
郡
事
と
し
て
王
に
随
行
さ
せ
た
｡
そ
の
時
､

ただ

高
租
は
王
に
む
か
つ
て

｢
到
概
は
､
直

に

汝
が
行
事
た
る
の
み
に
非

ず
｡
汝
が
師
た
る
に
足
る
｡
進
止
あ
る
と
き
は
､
毎
に
須
べ
か
ら
-

たず

と

詞

ね

訪

う
べ
し
｡｣
と
言
い
き
か
せ
て
い
る
か
ら
､
王
は
合
稽
時
代
を

通
じ
て
到
概
の
指
導
の
下
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
到
概
は
高
租
を
と
-
ま
-
後
進
文
人
の
一
人
で
あ
る
か

ら
､
そ
の
文
章
は

｢
好
ん
で
新
饗
を
為
し
ー
蓄
膿
に
拘
わ
ら
ず
｣
と

い
わ
れ
る
背
安
王
集
園
の
徐
摘
な
ど
と
は
異
-
､
い
わ
ゆ
る
常
時
の

正
統
涯
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
ま
だ
十
歳
前
後
で
あ
っ
た
湘
東
王
の

文
章
観
も
ー
そ
の
方
向
に
養
わ
れ
た
も
の
と
み
て
よ
か
ろ
う
｡

さ
て
禽
稽
時
代
の
湘
東
王
の
下
に
は
､
王
籍
､
減
巌
､
劉
香
､
顔

協
､
願
協
と
い
っ
た
人
々
が
集
ま
っ
て
い
る
｡

ま
ず
王
籍

(&
･
建
元
二
年
480
-

大
同
三
年
誓

･)
は
､
軽
車
諮
議
参

軍
と
し
て
王
に
障

っ
て
合
椿
に
赴
-
が
ー
そ
れ
ま
で
に
既
に
任
坊
に

そ
の
才
を
認
め
ら
れ
ー
ま
た
沈
約
の
坐
に
も
参
加
し
て
お
-
､
そ
の

文
才
は
贋
-
世
に
知
ら
れ
て
い
た
｡
彼
の
文
章
は
謝
蛋
運
の
膿
を
ま

ね
る
､
い
わ
ゆ
る

｢
謝
盛
運
涯
｣
で
ー

｢
康
架
の
王
籍
あ
る
や
､
仲

尼
の
丘
明
あ
-
ー
老
恥
の
殿
周
あ
る
が
如
し
｣
と
言
わ
れ
た
ほ
ど
で
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あ
る
｡
合
宿
郡
に
お
け
る
彼
の
行
動
に
つ
い
て
は
､
梁
書
本
俸
に
､かさ

郡
境
に
雲
門
天
柱
山
あ
-
｡
籍
は
常
に
之
に
遊
び
､
或
は
月
を
累

ぬ
る
も
反
ら
ず
｡
若
邪
漠
に
至
-
て
詩
を
賦
す
｡
其
の
略
に
云
う

さ
わ

いよ

｢蝉
喋

ぎ

て
林

適

い

よ
静
か
に
ー
烏

鳴
い
て
山
更
に
幽
な
り
｡｣

昔
時
も
つ
て
文
外
の
猪
権
と
為
す
O

と
あ
-
1
南
史
本
俸
に
よ
る
と
､
こ
の
詩
を
み
た
劉
浦
は

｢
節
を
撃

ち
て
己
む
能
わ
ず
｣
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
と
い
う
｡

威
厳

(～
-
大
同
八
年
S
jLn-
･)
は
湘
東
王
の
侍
讃
か
ら
宣
藩
軽
率
府

参
軍

乗
記
室
と
な
っ
た
人
で
あ
る
｡
そ
の
文
章
は
｢富
麗
｣
と
稀
さ

れ
ー
任
坊
の
賞
讃
も
う
け
て
い
る
が
ー
そ
の
性
格
は
､
梁
書

･
南
史

本
俸
に

｢
性
は
孤
介
に
し
て
､
人
間
に
お
い
て
未
だ
嘗
っ
て
造
話
せ

つい

いた

ず
｡
僕
射
徐
勉

之
を
識
ら
ん
と
欲
す
る
も
ー
厳
は
終
に
詣
ら
ず
｡｣

と
い
う
よ
う
に
､
い
さ
ざ
か
襲
っ
て
い
た
｡

顧
協

(&
･
永
泰
元
年
498
-

大
同
五
年
g;LD)
と
顧
協

(宋
･
泰
始
六
年

470
-
大
同
八
年
S
:)
は
､
後
に
湘
東
王
府
の

｢
二
協
｣
と
柄
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
が
､
こ
の
頃
は
ー
顔
協
は
王
国
常
侍

乗
記
室
､
顧
協
は

軽事参
軍

乗
記
室
で
あ
り
､
ま
た
劉
香

(苧

永
明
五
年
4
-
大
同

二年隅
)
は
宣
意
記
室
参
軍
で
あ

っ
た
.

梁
初
の
文
学
集
圃

(森
野
)

そ
の
後
ー
王
籍
は
剃
州
刺
史
と
な
っ
た

(普
通
七
年
526
-
大
同
五
年

E;)
王
に
陰

っ
て
そ
の
地
で
穀
し
､
劉
香
は
徴
さ
れ
て
東
宮
に
侍
し
､

顧
協
は
王
の
推
薦
に
よ
っ
て
中
央
に
還
る
が
､
顧
協
と
威
厳
と
は
､

そ
の
生
涯
を
湘
東
王
府
で
過
し
て
い
る
｡

梁
初
の
湘
東
王
集
園
の
様
子
は
､
だ
い
た
い
以
上
の
よ
う
で
あ
る

が
梁
書

･
南
史
元
帝
紀
に
は
､
そ
の
後
の
様
子
に
つ
い
て
､

｢
世
租

は
､
性

聾
色
を
好
ま
ず
､
頗
る
高
名
あ
-
｡
葉
子
野
､
劉
蘇
､
諸

子
雲
､
張
紙
お
よ
び
常
時
の
才
秀
と
布
衣
の
交
-
を
為
す
｡｣
と
記
し

て
い
る
.
こ
の
中
'
葉
子
野

(米
去

始
三
年
467
-
大
通
二
年
cIS
)
､
劉

蘇

(苧

建
元
三
年
481
-
大
同
九

年

gLn

)

-
張
紙

(苧

永
元
元
年
49
-
太

清
三
年
S
)
と
い
っ
た
面
々
は
､
い
わ
ゆ
る

｢
古
鰹
涯
｣

の
グ
ル
ー

プ
で
あ
る
｡
古
鰹
涯
と
は

｢
典
に
し
て
速
､
麗
廉
の
詞
を
伺
ば
ず
｡

なら

其
の
制
作
は
､
多
-
古
に

法

い

て
ー
今
の
文
鮭
と
異
る
｣
(梁
書
･
南

史
装
子
野
俸
)
と
い
う
も
の
で
､
薬
子
野
を
宗
と
す
る

一
涯
で
あ
る
｡

後
に
太
子
綱
は
､

｢湘
東
王
に
興
う
る
書
｣
の
中
で
装
子
野
の
文
鰹

ま
つた

を
許
し
て
｢
乃
わ
ち
走
れ
良
史
の
才
に
し
て
､

了

-

篇
什
の
美
な
し
｣

と
い
っ
て
い
る
が
､
昔
時
か
な
-
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
ー
袈

そ
し

とが

子
野
侍
に
は

｢
常
時
､
或
は

誰

-

討

む

る
者
あ
る
も
､
そ
の
末
に
及
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中
園
文
学
報

第
二
十

丁
肪

び
て
､
皆
轟
然
と
し
て
之
を
重
ん
ず
｣
と
､
そ
の
桂
子
が
記
さ
れ
て

い
る
｡

湘
東
王
の
文
章
観
が
簡
文
帝
の
そ
れ
と
異
る
こ
と
は
､
こ
の
古
膿

涯
に
封
す
る
態
度
に
よ
っ
て
も
よ
-
わ
か
る
が
､
障
害
文
学
俸
序
に

そ
む

は
､
梁
の
大
同
以
後
の

｢
典
則
に
重

き

ー
新
巧
に
馳
せ
る
｣
文
章
は
､

ひら

簡
文
帝
と
湘
東
王
が

｢
そ
の
淫
故
を

啓

い

た
｣
も
の
と
論
じ
て
い
る
｡

し
か
し
ー
年
少
の
こ
ろ
は
到
激
に
教
育
を
う
け
､
後
に
右
腹
涯
の
文

人
と
交
-
､
さ
ら
に
昭
明
太
子
､
晋
安
王
綱
の
影
響
を
も
う
け
た
湘

東
王
は
ー
猪
白
の
文
章
観
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
､
持
て
な
か
っ
た
ー

と
い
う
と
こ
ろ
が
本
営
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

こ
の
よ
う
な
高
租
の
諸
子
を
中
心
と
す
る
集
圏
に
比
べ
て
､
次
に

述
べ
る
高
祖
の
弟
ー
安
成
王
秀
ー
建
安
王
保
の
集
圏
は
､
さ
ら
に
自

由
な
ー
の
び
の
び
し
た
雰
囲
気
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
二
人

と
も
兄
の
高
租
と
は
仲
が
艮
-
ー
す
べ
て
の
面
に
お
い
て
制
約
さ
れ

る
こ
と
が
少
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
そ
こ
に
は
何
遜
､
呉
均
と

い
っ
た
清
新
な
趣
き
を
持
つ
個
性
的
な
文
人
が
育

っ
て
い
る
｡

五

安
成
王
秀
の
文
学
集
囲

安
成
王
秀

(宋
･
元
敬
二
年
474
-
天
監
十
七
年
～=
)
は
文
帝
の
第
七
子
､

高
租
の
腹
ち
が
い
の
弟
で
あ
る
｡
南
史
本
俸
に
は

｢建
安
､
安
戒
の

二
王
は
､
尤
も
人
物
を
好
む
｡
世
ー
二
安
の
士
を
重
ん
ず
る
を
以
っ

く
ら

て
､
之
を
四
豪
に
方
ぶ
｡｣

の
よ
う
に
､
そ
の
集
囲
づ
-
-
に
力
を

い
れ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
｡

秀
は
天
覧
元
年
二
九
歳
の
時
に
安
成
郡
王
に
封
ぜ
ら
れ
ー
二
年
に

は
石
頭
成
軍
事
を
領
し
､
六
年
に
江
州
刺
史
､
七
年
に
刑
州
刺
史
と

な
-
､
十

一
年
に
復
び
石
頭
戊
軍
事
を
領
し
､
十
三
年
に
邸
州
刺
史
､

十
六
年
に
殖
州
刺
史
と
な
-
､
十
七
年
に
四
四
歳
で
蔑
じ
て
い
る
o

王
の
集
圏
に
参
加
し
た
文
人
に
は
ー
周
興
嗣
､
王
籍
､
威
厳
､
庚

仲
容

(宋
･
昇
明
元
年
478
-
大
音
二
年
E3)
､
謝
徴

(轡
･
永
元
二
年
500
-

大
同
二
年
S
)
何
遜
､
劉
峻
と
い
う
人
々
が
あ
る
｡

ま
ず
天
藍
の
初
に
は
､
中
央
文
壇
に
出
る
ま
え
の
周
興
嗣
が
王
国

侍
邸
と
し
て
ー
ま
た
後
に
湘
東
王
集
園
の
主
要
メ
ン
バ
ー
と
な
る
王

籍
が
主
簿
､
威
厳
が
侍
郎

つ
い
で
常
侍
と
し
て
仕
え
､
七
年
頃
か
ら

は
庚
仲
容
が
主
簿
と
し
て
､
高
租
に
疎
ん
ぜ
ら
れ
て
都
落
ち
し
て
き

た
戸
曹
参
軍
の
劉
峻
と
と
も
に
仕
え
て
い
る
｡
梁
書
庚
仲
容
博
に
は

｢
並
び
に
彊
学
を
以
っ
て
王
の
感
接
す
る
所
と
な
る
｣
と
い
う
.
十
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三
年
頃
に
は
､
後
に
薬
子
野
や
劉
願
と
と
も
に
中
央
で
活
躍
す
る
謝

微
が
安
成
王
法
曹
と
し
て
､
ま
た
建
安
壬
集
圏
の
人
で
あ
っ
た
何
遜

が
参
軍
事
と
し
て
王
に
随
っ
て
い
る
｡

こ
の
ほ
か
に
中
央
か
ら
､
王
倍
橋
､
陸
優
､
劉
孝
給
､
薬
子
野
と

い
っ
た
名
の
あ
る
文
人
達
が
輯
勤
し
て
来
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
葉
子

野
は
天
監
三
年
こ
ろ
右
軍
参
軍
と
し
て
､
陸
優
も
こ
の
こ
ろ
右
軍
外

兵
参
軍
さ
ら
に
主
簿
と
し
て
､
劉
孝
醇
は
六
年
に
記
室
と
し
て
､
壬

恰
痛
は
十
三
年
に
参
軍
と
し
て
此
の
集
園

に
加
わ
っ
て
い
る
｡
梁

書

･
南
史
の
安
成
王
博
に
は
此
の
四
人
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
話
を

の
せ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
安
成
王
の
蓑
去
後
､

故
更
の
夏
侯
膏
ら
､
墓
碑
を
立
て
ん
こ
と
を
表
す
る
に
､
詔
し
て

こ
れ
を
許
す
｡
常
世
の
高
才
の
､
王
の
門
に
遊
ぶ
者
､
東
海
の
王

僧
稽
'
呉
郡
の
陸
倭
､
影
城
の
劉
孝
締
､
河
東
の
葉
子
野
は
､
各

々
そ
の
文
を
製
す
｡
之
を
揮
び
用
い
ん
と
欲
す
る
に
､
成
な
安
蘇

と
稲
す
れ
ば
､
蓬
に
四
碑
並
び
に
建
つ
｡

こ
れ
ら
の
人
々
は
､
王
府
に
奉
職
し
て
い
る
時
だ
け
で
な
-
､
折
に

ふ
れ
､
招
き
に
鷹
じ
て
王
の
集
圏
に
参
加
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡

こ
れ
は
た
だ
此
の
四
人
と
安
成
王
集
圏
の
間
だ
け
に
限

っ
た
こ
と
で

梁
初
の
文
畢
某
国

(森
野
)

は
な
-
1
諸
壬
は
名
の
あ
る
文
人
を
招
き
､
文
人
た
ち
も
諸
王
の
門

に
遊
ん
で
詩
文
を
禁
し
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
｡
た
だ
ー
何
か
と
気
づ

か
れ
の
す
る
高
租
の
諸
子
よ
-
も
､
年
も
と
っ
て
い
て
気
楽
に
つ
き

合
え
る
安
成
王
､
建
安
王
ら
の
集
圏
に
好
ん
で
出
入
-
し
､
そ
こ
に

の
び
の
び
と
し
た
文
学
の
遊
び
を
-
-
ひ
ろ
げ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が

想
像
さ
れ
る
｡

六
建
安
王
件
の
文
学
集
圏

建
安
王
俸

(宋
･
元
徴
三
年
47
-
中
大
通
五
年
E3
)
は
､
文
帝
の
第
八

子
､
安
成
王
と
同
じ
-
高
租
の
腹
ち
が
い
の
弟
で
あ
る
｡
天
監
元
年
､

二
八
歳
の
時
に
建
安
王
に
封
ぜ
ら
れ
､
四
年
に
南
徐
州
刺
史
､
五
年

に
丹
陽
平
､
六
年
に
揚
州
刺
史
ー
九
年
に
は
石
頭
戊
軍
事
に
遜
り
ー

そ
の
年
､
江
州
刺
史
と
な
っ
た
｡
十
三
年
に
は
左
光
線
大
夫
と
な
-
I

十
七
年
に
は
建
安
郡
の
土
地
が
宿
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
南
平
郡

王
に
改
封
さ
れ
ー
侍
中

左
光
線
太
夫

開
府
儀
同
三
司
と
な
っ
て

い
る
｡

お
も
む

梁
書

･
南
史
本
俸
に
は
､
人
物
を
好
ん
だ
彼
に
つ
い
て

｢賢
に

趨

き
士
を
重
ん
ず
る
こ
と
､
常
に
及
ぼ
ざ
る
が
如
し
｡
是
に
由
-
て
四
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一
御

方
の
遊
士
ー
常
世
の
知
名
者
､

畢
-
至
ら
ざ
る
莫
し
｡｣
の
よ
う
に

い
う
｡
こ
の
よ
う
に
し
て
王
府
に
集
っ
て
来
た
文
人
た
ち
は
､
梁
の

や
しき

藩
邸
の
中
で
最
も
す
ぼ
ら
し
い
と
い
わ
れ
る
芳
林
苑
の
第

を

舞
墓
に
.

文
学
の
遊
び
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
O
そ
の
第
と
い
う
の
は
､
努

の
こ
ろ
に
青
渓
官
を
芳
林
苑
と
改
め
た
も
の
で
､
天
監
の
初
に
降
に

賜
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
偉
は
こ
れ
に
手
を
加
え
て
更
に
華
麗
な
も
の

と
し
た
｡
南
史
本
俸
に
は
そ
の
様
子
を
､

き

わ

ま
た
穿
築
を
加
え
､
栗
木
を
珍
奇
に
し
､
離
廉
を
窮

極

む
る
こ
と
､

ひと

造
化
に

俸

し

き
あ
-
｡
遊
客
省
を
立
つ
る
や
ー
寒
暑

宜
し
き
を

得
ー
冬
に
は
寵
塩
あ
-
1
夏
に
は
飲
扇
を
設
け
ー
毎
に
賓
客
と
其

の
中
に
遊
ぶ
｡
従
事
中
郎

藷
子
範
に
命
じ
て
之
が
記
を
馬
ら
し

む
｡
梁
の
藩
邸
の
盛
､
こ
れ
に
過
ぐ
る
な
し
｡

と
い
う
｡

こ
の
集
園
に
参
加
し
た
人
と
し
て
は
､
ま
ず
何
遜

(7-
天
監
十
七

年
望

･)
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
何
遍
は
二
十
歳
の
こ
ろ
文
章

を
通
じ
て
長
老
の

l
人
泥
雲
と
忘
年
の
交
-
を
結
び
ー
以
後
ー
汚
雲

は
遜
の
1
文

l
詠
に
嵯
賞
の
言
を
妻
L
t
そ
の
文
を
許
し
て
､

｢
こ

の
こ
ろ
文
人
を
観
る
に
ー
質
な
る
は
則
ち
備
に
過
ぎ
､
塩
な
る
は
則

や
ぷ

ち
俗
に

傷

る

｡
其
の
能
-
清
濁
を
含
み
ー
今
古
に
中
な
る
は
､
之
を

何
生
に
見
る
.｣
と
言

っ
て
い
る
O
ま
た
沈
約
も
彼
の
文
を
愛
し

｢吾

つね

れ

毎

に

卿
が
詩
を
読
む
に
､

一
日
三
復
す
る
も
ー
猶
お
己
む
能
わ

ず
｡｣
と
蓮
に
語
っ
て
い
る
o
常
時
ー
彼
の
詩
は
こ
の
よ
う
に
名
流

に
柄
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
天
監
の
初
に
建
安
王
の
水
曹
行
参
軍

乗
記
室
と
な
-
､
九
年
に
は
江
州
刺
史
に
な
っ
た
王
に
障

っ
て
､
や

は
-
書
記
の
こ
と
を
掌

っ
て
い
る
｡
そ
の
後
ー
王
の
推
薦
に
よ
っ
て
ー

呉
均
と
と
も
に
高
租
の
坐
に
侍
る
こ
と
に
な
-
1
初
め
こ
そ
愛
接
さ

れ
た
が
､
次
第
に
疎
ん
ぜ
ら
れ
､
高
組
に

｢
呉
均
は
均
な
ら
ず
ー
何

ま
こと

遍
は
遜
な
ら
ず
O
未
だ
吾
れ
に
朱
弄
あ
る
に
若
か
ず
o
信
に
則
ち
異

れ
-
｡｣

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
-
1

坐
に
召
さ
れ
る
こ
と
も
無
-

な
っ
て
し
ま
っ
た
｡
十
三
年
こ
ろ
地
方
に
下
っ
て
安
成
王
に
仕
え
ー

つ
い
で
底
陵
王
の
記
室
と
な
っ
て
卒
し
た
｡
建
安
王
偉
は
彼
の
死
を

かりも
が
り

聞
-
や
､
其
の
枢
を
迎
え
て

残

し

ー
妻
子
に
米
を
給
付
し
た
と
い

う
｡
劉
孝
紬
と
ー
世
に

｢
何

･
劉
｣
と
並
び
構
さ
れ
､

｢
詩
多
-
し

て
能
き
も
の
は
沈
約
1
少
-
し
て
能
き
も
の
は
謝
跳
ー
何
遜
｣
と
湘

東
王
に
許
さ
れ
た
何
遍
で
は
あ

つ
た
が
ー
高
租
の
坐
に
お
い
て
は
華

を
嘆
か
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
｡
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何
遍
と
と
も
に
建
安
王
に
仕
え
た
人
に
呉
均

(朱
･
泰
始
四
年
468
-

普
通
元
年
cIS
)
が
あ
る
o
均
の
文
章
は

｢清
技
に
し
て
古
気
あ
-
｣
と

解
さ
れ
､
そ
の
文
鮭
を
ま
ね
る
者
も
あ

っ
て
ー
世
に

｢
臭
均
鮭
｣
と

言
わ
れ
て
い
た
｡
建
安
王
が
天
監
六
年
に
揚
州
刺
史
に
な
っ
た
時
､

招
か
れ
て
記
室
を
兼
ね
て
文
翰
を
掌
-
､
九
年
に
王
が
江
州
刺
史
に

遷
る
と
ー
禰
園
侍
邸
と
し
て
府
城
局
を
兼
ね
た
｡
し
た
が
っ
て
そ
の

頃
ー
呉
均
は
ず

つ
と
何
遜
と

一
緒
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
そ
の
後
､

多
分
何
遠
と
同
時
に
推
薦
さ
れ
た
も
の
と
思
う
が
､
高
租
の
坐
に
侍

り
ー
最
初
は
そ
れ
で
も
調
子
は
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
が
､
都
の
風
に

な
じ
め
ず
､
結
局
何
蓮
と
同
様
に
疎
隔
ざ
れ
､
そ
の
後
も
不
調
の
ま

ま
五
二
歳
で
牡
を
去

っ
た
｡

こ
の
ほ
か
梁
書

･
南
史
何
遍
博
に
よ
れ
ば
､
孔
翁
師
と
い
う
詩
に

巧
み
な
人
物
が
ー
こ
の
こ
ろ
記
室
と
し
て
王
に
仕
え
て
い
た
よ
う
で

あ

る

｡
以
上
逓
べ
た
諸
王
の
集
園
で
は
､
中
央
文
壇
と
は
異
-
､
文
人
達

は
皆
の
び
の
び
と
文
学
を
楽
し
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
そ
れ
ぞ
れ

の
諸
王
の
集
圏
は
､
中
央

へ
雄
飛
せ
ん
と
す
る
若
手
の
文
人
､
都
落

染
初
の
文
呼
集
困

(森
野
)

ち
を
し
て
再
度
の
中
央
入
-
を
計
る
者
ー
或
は
そ
こ
に
失
意
の
身
を

落
ち
つ
け
よ
う
と
す
る
者
､
ま
た
己
の
生
涯
を
王
に
賭
け
て
忠
勤
を

励
む
者
等
々
'
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
｡
し

た
が
っ
て
集
圏
の
主
に
と
-
入
る
た
め
の
競
-
合
い
は
､
中
央
文
壇

ほ
ど
激
し
-
は
な
か
つ
た
よ
う
で
あ
る
｡
主
に
と
-
入
る
こ
と
が
出

世
の
手
段
の
全
て
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
よ
う
な
わ

け
で
ー
主
人
の
好
み
に
合
わ
せ
て
文
章
を
作
る
必
要
も
な
-
､
自
己

の
文
思
の
趣
-
ま
ま
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
ら
ー
そ
こ

に
個
性
あ
る
文
学
の
生
ま
れ
る
可
能
性
は
大
き
か
っ
た
｡
そ
う
い
う

動
き
が
集
園
と
し
て
ま
と
ま
-
盛
-
上
が
っ
て
き
た
の
が
ー
徐
摘
ー

庚
眉
吾
さ
ら
に
鐘
崎
を
中
心
と
し
て
､
後
に
官
鮭
詩
を
生
み
出
す
母

胎
と
な
っ
た
晋
安
王
集
園
で
あ
ろ
う
｡
中
央
か
ら
干
渉
さ
れ
る
こ
と

の
少
い
地
方
で
､
の
び
の
び
と
養
い
蓄
え
ら
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
ー
中
央
に
お
い
て
蓄
膿
を

l
襲
し
､
新
し
い
文
学
の

方
向
づ
け
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
｡
も
し
蒲
綱
が
地
方
に

下
ら
ず
､
徐
摘
､
庚
眉
吾
ー
鍾
喋
ら
が
中
央
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
な

ら
､
梁
の
文
学
は
ま
た
別
の
途
を
た
ど
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
｡
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以
上
が
､
梁
初
天
監
年
間
を
中
心
と
し
た
文
学
集
圏
の
だ
い
た
い

の
様
子
で
あ
る
が
､
こ
の
ま
ま
の
状
態
で
普
通

(520
-
響
､
大
通

(5

-
撃
と
経
過
し
､
中
大
通
三
年
531
に
昭
明
太
子
が
三

一
歳

の
若
さ

で
裏
表
す
る
と
ー
梁
の
文
壇
は
大
き
-
奨
化
す
る
｡
す
な
わ
ち
皇
太

子
と
な
っ
た
晋
安
王
綱
が
徐
摘
ー
庚
眉
吾
を
中
心
と
す
る
文
学
集
圏

を
率
い
て
中
央
入
-
し
､
殖
州
の
藩
府
で
練
-
あ
げ
た

｢性
情
の
吟

詠
｣
に
も
と
づ
-
艶
鰻
の
詩
を
世
に
ひ
ろ
め
る
よ
う
に
な
る
｡
後
世

の
人
々
は
此
の
時
期
を
以
っ
て
文
学
史
上
の
一
匝
切
-
と
し
て
お
-
I

例
え
ば
障
書
文
学
俸
序
に
は
､
轡
の
永
明
お
よ
び
梁
の
天
監
の
文
学

を

一
ま
と
め
に
し
て

｢
清
給
｣
を
隼
ぶ
も
の
と
し
､
梁
の
大
同
以
後

そ
む

の
文
学
は

｢
典
別
に

乗

き

ー
新
巧
に
馳
せ
る
｣
も
の
で
､
簡
文
帝
と

ひら

湘
東
王
が

｢
其
の
淫
放
を

啓

い

た
｣
と
言
っ
て
い
る
｡
湘
東
王
を
簡

文
帝
と
同
じ
よ
う
に
扱
っ
て
よ
い
も
の
か
ど
う
か
ー
よ
-
わ
か
ら
な

い
が
､
要
す
る
に
梁
初
天
監
の
文
学
は
､
ま
だ
帝
の
永
明
文
撃
の
延

長
で
あ
-
1
員
に
梁
ら
し
い
文
学
は
ー
晋
安
王
が
皇
太
子
に
な
っ
て

か
ら
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
O


