
F
王
昭
君
壁
文
｣
考

文

京

京
都

大
草

一

内

容

と

形

式

敦
塩
の
石
窟
か
ら
棄
見
さ
れ
た

｢襲
文
｣
と
よ
ば
れ
る
通
俗
文
垂

の
作
品
群
の
中
で
､
｢
王
暗
君
襲
文
｣
は
そ
の
代
表
的
な
地
位
を
占

め
る
も
の
の
一
つ
と
し
て
つ
と
に
名
高
い
｡

｢襲
文
｣
の
定
義
を
め

ぐ
っ
て
は
､
虞
義
､
狭
義
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
あ
る
が
､
そ
の
い
ず

れ
に
せ
よ
､
韻
文
と
散
文
を
交
互
に
用
い
る
形
式
､
ま
た
絵
解
き
と

し
て
の
性
格
を
物
語
る

｢上
巻
立
鋪
畢
'
此
入
下
巻
｣
と
い
う
字
句

や
韻
文
を
導
入
す
る
定
型
表
現

｢
-
-
虞
､
若
馬
陳
詮
｣
の
存
在
な

ど
か
ら
し
て
'
｢
王
昭
君
襲
文
｣
を
も
っ
と
も
典
型
的
な

｢襲
文
｣
と

見
な
す
鮎
で
'
論
者
の
間
に
異
論
は
な
い
と
思
え
る
｡
さ
ら
に
杜
甫

の

｢詠
懐
古
跡
｣
'
王
建
の

｢観
蟹
妓
｣
'
李
賀
の

｢許
公
子
鄭
姫
歌
｣
'

そ
し
て
書
師
老
の

｢看
萄
女
韓
昭
君
襲
｣
な
ど
､
直
接
間
接
に
こ
の

｢王
暗
君
襲
文
｣
考

(金
)

作
品
の
存
在
を
示
唆
す
る
同
時
代
の
資
料
が
盈
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
､

お
そ
ら
-
他
に
類
例
を
見
な
い
で
あ
ろ
う
｡

貴
際
'
｢襲
文
｣
の
形
式
や
定
義
を
論
じ
た
過
去
の
研
究
の
ほ
ぼ

す
べ
て
が
､
不
運
に
も
寓
本

(P
etliot

2
5
5

3
)
の
冒
頭
か
ら
中
辛
に
至

る
か
な
-
の
部
分
を
伏
し
､
｢
王
昭
君
襲
文
｣
と
い
う
題
も
後
に
つ

け
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
こ
の
作
品
を
､
｢襲
文
｣
作
品
の
標
準
例
と

し
て
言
及
し
て
き
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
､

こ
の
作
品
の
時
代
背
景
や
そ
の
文
学
史
的
な
意
義
は
､
な
お
十
全
に

論
じ
ら
れ
た
と
は
思
え
な
い
｡

筆
者
は
先
に
､
前
人
の
業
績
を
ふ
ま
え
つ
つ

｢王
昭
君
襲
文
｣
の

①

筆
者
な
-
の
校
注
を
拳
表
し
た
が

､

こ
こ
で
は
そ
の
校
注
を
前
提
と

し
た
上
で
､
さ
ら
に
こ
の
作
品
の
も
つ
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
鮎
を
考
え

て
み
る
こ
と
に
し
た
い
｡
そ
の
前
に
'
ま
ず
作
品
の
内
容
と
形
式
に

つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
こ
う
｡

残
さ
れ
た
寓
本
は
'
王
昭
君
が
単
千
の
も
と
に
向
か
う
道
行
き
の

措
寓
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
｡
つ
い
で
草
子
と
の
結
婚
の
場
面
と
な
-
､

そ
こ
で

｢上
巻
は
鋪
を
立
て
畢
-
､
此
よ
り
下
巻
に
入
る
｣
と
い
う

文
句
が
あ
-
､
下
巻
で
は
旬
奴
に
な
じ
め
ず
漠
地
と
漠
帝
を
思
い
悲

81



中
国
文
筆
報

第
五
十
倍

款
に
-
れ
る
王
昭
君
と
'
な
ん
と
か
王
昭
君
の
歓
心
を
買
お
う
と
狩

を
催
す
草
子
が
ま
ず
描
か
れ
'
つ
い
で
重
昭
君
の
病
死
と
盛
大
な
葬

儀
の
場
が
つ
づ
-
｡
そ
し
て
最
後
は
'
哀
帝
の
遣
わ
し
た
使
者
が
軍

手
を
慰
さ
め
､
さ
ら
に
王
昭
君
の
墓
､
青
塚
で
祭
文
を
謹
み
上
げ
る

と
こ
ろ
で
し
め
-
-
ら
れ
て
い
る
｡

次
に
こ
れ
を
形
式
面
か
ら
見
る
と
､
以
下
の
よ
-
に
な
る
｡

上
巻1

詩

(七
言
二
十
四
句
)
王
昭
君
道
行
き

2
文

到
着
と
結
婚

3
詩

(七
言
二
十
四
句
)
婚
値
と
王
昭
君
の
欺
き

下
巻1

文

王
昭
君
の
悲
し
み
と
草
子
の
狩

2
詩

(七
言
三
十
二
句
)
狩
の
様
子
と
王
昭
君
の
欺
き

3
文

王
昭
君
の
病
気

4
詩

(五
言
二
十
句
七
言
四
句
)
王
昭
君
の
遺
言

5
詩

(五
言
十
六
句
七
言
四
句
)
草
子
の
欺
き

6
文

王
昭
君
の
死

7
詩

(七
一亘

一十
四
句
)
葬
薩
と
草
子
の
欺
き

8
文

葬
薩
の
様
子

9
詩

(七
言
二
十
四
句
)
葬
薩
と
埋
葬

(青
塚
)

10
文

京
帝
の
弔
問
使
派
遣

11
詩

(七
言
三
十
二
句
)
使
者
の
弔
問
と
草
子
の
答
辞

12
文

使
者
の
育
塚
で
の
弔
祭

13
祭
詞

(韻
文
)

も
し
上
巻
と
下
巻
が
等
分
量
で
あ

っ
た
と
仮
定
す
る
と
､
寓
本
は

上
巻
の
ほ
ぼ
四
分
の
三
を
伏
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
し
て
そ
こ

で
は
王
昭
君
が
軍
手
に
嫁
ぐ
に
至
っ
た
経
緯
が
お
そ
ら
-
は
述
べ
ら

れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
中
に
書
工
､
毛
延
寿
の
話
柄
が
含
ま
れ

て
い
た
こ
と
は
､
下
巻
に

｢良
由
喜
匠
､
捉
妾
陵
持
｣
(ま
こ
と
に

わら
わ

さ
い
な

書
直

に
由
-
て
､
妾

を

ば

陵

持

め
-
)
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
-

､つ
る

｡
詩
は
各
1,す
べ
て

l
韻
到
底
'
平
坑
を
整
え
対
句
を
多
用
し
た
律

醍

(但
し
粘
法
は
守
ら
な
い
)
､
文
は
四
字
六
字
を
主
鰹
に
句
末
字

の
卒
灰
を
交
互
に
し
た
律
賦
鮭
で
あ
-
､
詩
の
大
半
が
王
昭
君
乃
至

は
草
子
に
よ
る

一
人
稀
の
語
-
で
あ
る
こ
と
な
ど
も
含
め
て
､
文
が

律
賦
膿
で
あ
る
鮎
を
除
け
ば
､
そ
の
形
式
は
基
本
的
に
後
世
の
詞
話
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や
弾
詞
な
ど
の
詩
讃
系
説
唱
文
筆
の
そ
れ
に
等
し
い
.
な
お
詩
は
二

十
四
句
が

一
鷹
の
目
安
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡

二

製
作
時
期
と
時
代
背
景

周
知
の
如
-
､
漢
の
官
女
､
王
暗
君
が
元
帝
に
よ
っ
て
旬
奴
の
呼

韓
邪
草
子
に
嫁
が
さ
れ
た
こ
と
は
､
『
漢
書
』
の
｢元
帝
紀
｣
や

｢旬

奴
列
俸
｣
に
見
え
る
史
資
で
あ

っ
た
｡
そ
の
史
貴
が
､
菓
畠
撰
と
さ

れ
る

『琴
操
』
や
葛
供
の
名
を
冠
す
る

『
西
京
薙
記
』
に
見
ら
れ
る

如
-
'
蓋
工
毛
延
幕
の
話
な
ど
を
加
え
､
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
ふ

-
ら
ん
で
い
っ
た
こ
と
､
そ
し
て
晋
の
石
崇
以
来
､
歴
代
の
多
-
の

詩
人
が

｢昭
君
怨
｣

｢明
妃
曲
｣
な
ど
に
よ
っ
て
､
そ
れ
を
詩
に
詠

ん
だ
こ
と
'
さ
ら
に
は
董
題
と
し
て
も
好
ま
れ
た
こ
と
な
ど
､
や
は

-
樟
説
を
要
し
ま
い
｡
｢
王
暗
君
襲
文
｣
は
こ
れ
ら
史
寛
や
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
そ
し
て
先
行
の
文
学
作
品
の
停
銃
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る

に
相
違
な
い
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
､
こ
の
作
品
の
中

に
そ
れ
が
生
ま
れ
た
唐
代
の
時
代
状
況
が
色
濃
-
反
映
し
て
い
る
こ

と
も
'
ま
た
字
句
の
間
よ
-
容
易
に
看
取
ざ
れ
る
の
で
あ
る
｡

｢
王
昭
君
襲
文
｣
の
製
作
年
代
に
つ
い
て
は
､
文
中
に

｢
八
百
飴

｢王
暗
君
襲
文
｣
考

(金
)

な
お

年
､
頃
は
今
上

(筒
)
荏
-
｣
と
あ
る
の
が
有
力
な
手
が
か
-
と
な

③

る
こ
と
が
､
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る

｡

王
昭
君
の
穀
年
は
不
明
で

あ
る
が
､
今
候
-
に
彼
女
の
二
番
目
の
夫
で
あ
る
復
株
索
草
子
が
死

ん
だ
鴻
嘉
元
年

(紀
元
前
二
〇
)
前
後
と
す
れ
ば

(『漢
書
』
｢旬
奴
列

停
｣
)
､
八
百
年
後
は
唐
の
徳
宗
の
建
中
元
年

(七
八
〇
)'
八
百
飴
年

と
言
え
ば
ほ
ぼ
敬
宗
の
賓
暦
年
間

(八
二
四
-
八
二
六
)
ま
で
で
あ
ろ

う
｡
む
ろ
ん
こ
の

｢
八
百
飴
年
｣
と
い
う
の
は
､
杜
甫

｢詠
懐
古
跡
｣

詩
の

｢千
載
琵
琶
胡
語
を
作
す
｣
､
ま
た
吉
師
老

｢看
萄
女
韓
昭
君

襲
｣
の

｢檀
口
知
る
を
解
す
千
載
の
事
｣
と
同
巧
の
一
種
の
レ
ト
リ

ッ
ク
で
あ

っ
て
､
全
面
的
に
信
を
置
-
必
要
は
あ
る
ま
い
｡
し
か
し

徳
宗
､
憲
宗
､
敬
宗
在
位
の
こ
の
中
庸
の
時
代
に
､
恰
か
も
西
漢
末

と
同
じ
-
'
塞
外
民
族
と
の
緊
張
関
係
と
彼
ら
と
の
交
渉
､
そ
し
て

そ
の
一
環
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
和
蕃
公
主
の
降
嫁
が
､
後
述
の
よ
う

に
大
き
な
時
事
問
題
と
し
て
人
々
の
関
心
を
集
め
て
い
た
と
す
れ
ば
､

｢八
百
飴
年
｣
と
い
う
数
字
に
も
あ
る
程
度
の
現
茸
的
意
味
を
認
め

ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
｡

唐
代
に
お
い
て
政
治
､
軍
事
上
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
西
北
の
遊

牧
民
族
の
代
表
が
､
実
験
､
回

(廻
)
柁
そ
し
て
吐
者
で
あ
る
こ
と
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第
五
十
潮

は
言
う
ま
で
も
な
い
｡

う
ち
突
蕨
は
早
-
太
宗
の
時
代
に
崩
壊
し
た

が
'
そ
の
後
を
縫
い
だ
回
乾
は
'
安
史
の
乳
に
際
し
唐
に
援
軍
を
迭

っ
て
よ
-
急
速
に
勢
力
を
伸
ば
し
､
ま
た
吐
蕃
も
安
史
の
乳
の
隙
に

乗
じ
て
麿
の
西
北
部
に
侵
入
し
て
､

一
時
は
長
安
を
占
領
す
る
ほ
ど

の
勢
い
を
示
し
た
｡
そ
し
て
こ
の
三
つ
の
民
族
は
､
い
ず
れ
も

｢王

昭
君
襲
文
｣
の
中
に
何
ら
か
の
形
で
影
を
落
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

ま
ず
こ
の
作
品
に
は
､都
合
五
個
所
に
実
験
の
名
が
見
え
る
｡
｢夫

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

突
験
用
法
｣
｢博
聞
実
験
本
同
威
｣
｢仮
使
遥
庭
突
既
寵

格
好
不
及

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

漠
王
憐
｣
｢昭
君
昨
夜
子
時
亡

実
験
今
朝
幸
便
忙
｣
｢長
居
実
験
之

雪
底
｣
(傍
鮎
筆
者
'
以
下
同
)｡
ま
た
王
昭
君
が
単
千
の
居
所
に
到
着

し
た
と
こ
ろ
で
､

｢語

(契
)
丹
を
以
て
東
界
と
為
し
､
吐
蕃
を
西

隣
と
作
L
t
北
は
窮
荒
に
倦
-
､
南
は
大
湊
に
臨
む
｡
普
心
に
し
て

坐
し
､
其
の
富
は
雲
の
如
し
｣
と
述
べ
る
の
は
､
『奮
麿
書
』
の
｢実

験
博

･
上
｣
に
､
｢東
は
契
丹
'
室
葦
よ
-
､

西
は
吐
谷
津
､
高

昌

諸
国
を
壷
-
し
て
､
皆
臣
屈
す
｡
弦
を
控
-
も
の
百
飯
高
､
北
秋
の

盛
ん
な
る
こ
と
､
末
だ
こ
れ
有
ら
ざ
る
な
-
O
陰
山
よ
-
高
配
し
て
､

中
夏
を
軽
ん
ず
る
の
志
有
-
｡
可
汗
は
猶
古
の
軍
手
｣
云
々
と
あ
る

の
を
想
起
さ
せ
る
｡
こ
の
作
品
は
突
蕨
の
勢
力
が
盛
ん
で
あ

っ
た
か
､

も
し
-
は
そ
の
記
憶
が
い
ま
だ
色
越
せ
ぬ
時
期
に
骨
格
が
出
来
上
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
青
塚
に
つ
い
て
述
べ
た
下
-
で
､

｢只
今
葬
在
黄
河
北
､
西
南
望
見
受
降
城
｣
と
あ
る

｢受
降
城
｣
も
､

漢
代
の
そ
れ
で
は
な
-
､
中
宗
の
時
に
実
験
封
策
の
た
め
黄
河
北
岸

に
築
か
れ
た
三
受
降
城
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

次
に
回
乾
に
つ
い
て
は
､
冒
頭
の

｢□
□

(胡
馬
～
)
□

(充
)

痩

(磨
)
骨
利
幹
｣
と
あ
る

｢骨
利
幹
｣
が
､
『新
腐
書
』
｢
回
鶴
俸
･

上
｣
な
ど
に
回
乾
の
一
部
族
名
と
し
て
見
え
る
｡
ま
た
そ
の
下
の
句

｢遺
草
叱

(吃
)
沙
結
選
分
｣
と
あ
る

｢柁
遊
分
｣
を
'
陳
寅
情
は

④

実
験
語
に
よ
っ
て
青
草
の
意
に
解
す
る

が

､
｢骨
利
幹
｣
と
封
を
成

す
鮎
か
ら
考
え
て
や
は
-
部
族
名
で
あ
る
や
も
知
れ
ず
､
と
す
れ
ば

や
は
-
回
乾
の
一
部
族
名
で
あ
る

｢意
選
録
｣
が
や
や
近
い
｡
ま
た

｢斡

(翰
)
海
上

(薗
)
由

(檎
)
鳴
葛
JV
｣
の

｢樹
海
｣
は
､
太

宗
の
時
､

｢過
結
部
を
以
て
翰
海
府
と
為
し
､
其
の
侯
利
妻
吐
迷
度

を

井
せ
し
め
懐
化
大
藩
軍
乗
潮
海
都
督
と
馬
す
｣
と

『蓉
唐
書
』
の

｢廻
結
俸
｣
に
あ
る
よ
う
に
'
も
と
回
乾
の
故
地
で
あ

っ
た
｡
そ
の

他
､
葬
薩
の
場
で
'

｢街
官
坐

(笑
)
位

(泣
)
刀
離

(努
)
面
｣

と
あ
る

｢努
面
｣
は
､
杜
甫
の

｢京
王
孫
｣
詩
に
'

｢聖
徳
北
の
か
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き

ひ
そ

た
南
軍
千
を
服
せ
し
め
'
花
門
面
を
努

-
て
恥
を

雪

が

ん
こ
と
を
請

う
｣
と
見
え

(花
門
は
回
乾
の
別
稀
)
､
回
乾
に
降
嫁
し
た
唐
の
寧
囲

公
主
が
､
可
汗
の
死
に
際
し
て
､
｢廻
乾
の
法
に
依
-
て
努
面
大
笑
｣

(『菖
唐
書
』
｢廻
絃
俸
｣
)

し
た
と
い
う
よ
う
に
､
常
時

一
般
に
回
絵
の

風
習
と
見
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
実
験
や
回
乾
を
漢
の
旬
奴

に
擬
す
る
の
は
へ
杜
甫
の
詩
を
も
ち
出
す
ま
で
も
な
-
､
唐
代
通
有

の
常
套
的
修
辞
で
あ
-
'
昔
時
の
人
々
の
意
識
が
お
そ
ら
-
そ
う
で

あ

っ
た
｡
｢

叩
角

吹
螺

九姓
圃
｣
の

｢九
姓
｣
も
､
突
蕨
と
回
乾
に

⑤

か
か
わ
る
唐

代
特

有

の呼稀

で
あ
る

｡

｢
王
昭
君
襲
文
｣
に
は

｢蕃
王
｣
｢蕃
裏
｣
｢蕃
家
｣
な
ど
の
語
が

し
ば
し
ば
見
え
る
が
､
唐
代
の
文
献
で

｢蕃
｣
は
吐
蕃
の
略
解
と
し

て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
｡

た
と
え
ば
白
屠
易
の

｢新
楽
府

･
縛
戎
人
｣
に
見
え
る

｢蕃
中
｣
｢蕃
法
｣
な
ど
の
語
は
す

べ
て
吐
蕃
を
指
し
て
い
る
｡
こ
の
他
､
吐
蕃
に
か
か
わ
る
地
名
と
し

て
は
'
開
元
十
七
年

(七
二
九
)
に
置
か
れ
て
以
来
､
吐
蕃
と
の
間
で

争
奪
を
-
り
返
し
た
こ
と
で
有
名
な
石
壁
城
の
名
が
､
｢石
壁
雲
山

接
鷹
門
｣
と
見
え
て
お
-
､
ま
た

｢
且
有
奔
臓

(馳
)
勃
律
｣
の
｢勃

律
｣
は
､
吐
蕃
の
西
､
今
の
カ
シ
ミ
ー
ル
に
あ

っ
た

G

i-gitの
こ

｢王
昭
君
襲
文
｣
考

(金
)

と
で
､
開
元
二
十
二
年

(七
三
四
)
に
吐
春
に
威
さ
れ
た
こ
と
が

『善

唐
書
』
の

｢
西
戎
俸
｣
な
ど
に
見
え
る
｡

こ
の
他
に
も
､
酒
泉
､
龍
勤
､
贋
門
､
肯
嵐
､
金
河
'
輪
墓
な
ど

作
品
中
に
見
え
る
地
名
は
､
み
な
塞
外
民
族
と
の
交
渉
を
語
る
文
献

に
し
ば
し
ば
見
え
る
も
の
ぼ
か
-
で
あ
る

(文
末
地
圃
参
照
)｡

な
お

｢梅

(絞
)
鋲
北
奏

(走
)
黄
産
泊

原
夏
南
地
持
(馳
)
白
□
(邸
～
)｣

の
二
句
に
つ
い
て
､
従
来
諸
家
の
注
は
何
も
語
ら
な
い
が
､
筆
者
は

こ
れ
を

｢緩
銀
よ
-
北
の
か
た
賛
意
泊
に
走
-
'
原
夏
よ
-
南
の
か

⑥

た
目
口
邸
に
馳
す
｣
と
読
ん
で

､

｢絞
銀
｣
｢原
夏
｣
を
綬
州
､
銀
州
､

原
州
､
夏
州
の
四
地
名
と
解
す
る
｡
こ
れ
ら
長
安
北
方
､
黄
河
以
南

の
地
は
､
｢
(武
徳
)
七
年
八
月
'
嶺
利
､
実
利
二
可
汗
､
園
を
挙
げ

ヽ
ヽ

て
入
電
L
t
道
は
原
州
よ
-
す
｣
｢永
隆
元
年
､
実
験
ま
た
頚
利
の

ヽ
ヽ

従
兄
の
子
阿
史
郡
伏
念
を
夏
州
に
迎
え
､
婿
に
河
を
渡
-
立
て
て
可

汗
と
薦
さ
ん
と
す
｣
(以
上

『奮
唐
書
』
｢実
験
俸
｣)､

ま
た

｢
(貞
元
二

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

午
)
十
二
月
､
夏
州
を
障
る
｣
｢又
銀
州
を
志
す
｣
(『善
唐
書
』
｢吐
蕃

俸
｣)
と
見
え
る
よ
う
に
､
塞
外
民
族
が
唐
の
領
内
に
侵
入
す
る
際
の

通
路
に
普

っ
て
い
た
｡

｢黄
産
泊
｣
は
､
長
慶
元
年

(八
二
1
)
大
和

公
主
が
回
乾
に
降
嫁
し
た
際
に
'

｢廻
髄
七
百
六
十
人
'
駄
馬
及
び
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第
五
十
射

も

ヽ
ヽ

ヽ

幸
を
渚
ち
て
'

相
次
し
て
黄
塵
泉
に
至
-
て
公
主
を
迎
供
す
｣

(『奮

磨
書
』
｢廻
絃
俸
｣)
と
あ
る

｢黄
崖
泉
｣
の
こ
と
で
あ
る
い
は
あ
る
か

も
知
れ
な
い
｡
以
上
､
こ
の
作
品
の
中
の
固
有
名
詞
や
地
名
は
､
す

べ
て
初
唐
か
ら
中
唐
に
至
る
間
の
塞
外
民
族
と
の
交
渉
を
反
映
し
た

も
の
と
謹
め
る
｡
次
に
そ
の
鮎
を
考
え
る
上
で
も
う

l
つ
の
重
要
な

問
題
で
あ
る
和
蕃
公
主
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
｡

麿
は
園
初
よ
-
周
過
の
諸
民
族
を
懐
柔
す
る
た
め
に
､
い
わ
ゆ
る

和
蕃
公
主
を
頻
繁
に
用
い
て
い
る
｡
ま
ず
実
験
に
つ
い
て
は
､
す
で

に
晴
代
に
突
刺
可
汗
に
安
義
公
主
を
､
ま
た
啓
民
可
汗
に
義
成
公
主

を
降
嫁
さ
せ
て
い
る
が

(『隔
書
』
｢北
狭
俸
｣)､
唐
に
入
る
と
突
欧
の

勢
力
が
衰
え
た
せ
い
も
あ
-
､
わ
ず
か
に
虞
羅
可
汗
の
子
の
阿
史
郵

政
余
に
高
租
の
女
､
衡
陽
公
主
が
嫁
し
た
例
が
あ
る
の
み
で

(『研
府

元
亀
』
撃
二
〇
〇
)､
容
宗
の
時
の
金
山
公
主
の
降
嫁
は
結
局
資
現
し

な
か
っ
た

(『奮
磨
書
』
｢突
欧
俸
｣)｡
し
か
し
回
乾
と
吐
末
に
射
し
て

は
か
な
-
の
教
の
公
主
が
和
春
の
美
名
の
も
と
に
､
人
身
御
供
と
し

⑦

て
化
外
の
地
に
迭
ら
れ
た
｡
以
下
､
資
料

に

よ
っ
て
そ
れ
ら
を
列
挙

し
て
み
よ
う
｡

吐
蕃

-
太
宗
の
貞
観
十
五
年

(六
四
一
)
'
宗
女
を
文
成
公
主
と
し
､

棄
宗
弄
讃
賛
普
に
嫁
せ
し
む
｡
永
隆
元
年

(六
八
〇
)公
主
義

じ
､
高
宗
は
使
を
遣
わ
し
て
こ
れ
を
弔
祭
す
｡

2
中
宗
の
紳
龍
元
年

(七
〇
五
)
､
確
王
守
薩
の
女
を
金
城
公
主

と
な
し
､
棄
隷
陪
賓
響
普
に
嫁
す
る
を
許
す
｡
開
元
二
十
九

年

(七
四
一
)
公
主
亮
じ
､
吐
蕃
は
使
を
遺
し
て
告
哀
す
｡

回
絃1

乾
元

一
年

(七
五
八
)､
粛
宗
の
幼
女
を
寧
園
公
主
に
封
じ
枇

伽
闘
可
汗
に
出
降
せ
し
む
｡
同
二
年
､
可
汗
死
し
､
公
主
は

子
無
き
を
以
て
唐
に
締
る
｡

2
代
宗
の
大
暦
四
年

(七
六
九
)､
僕
固
懐
思
の
女
を
崇
徽
公
主

に
封
じ
､
英
義
可
汗
に
嫁
せ
し
む
｡

3
貞
元
三
年

(七
八
七
)､
徳
宗
の
女
､
威
安
公
主
､
武
義
成
功

可
汗
に
嫁
す
｡
元
和
三
年

(八
〇
八
)
公
主
義
ず
｡

4
長
慶
元
年

(八
二
こ
､
憲
宗
の
女
､
永
安
公
主
を
保
義
可
汗

に
下
嫁
せ
し
む
る
こ
と
を
許
す
も
､
た
ま
た
ま
可
汗
死
し
､

止
め
て
行
か
ず
｡

5
長
慶
元
年
､
憲
宗
の
女
､
大
和

(安
定
)
公
主
を
崇
徳
可
汗
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に
嫁
せ
し
む
O
曾
昌
三
年

(八
四
三
)
公
主
節
囲
す
O

こ
れ
ら
諸
公
主
の
-
ち
､
吐
蕃
に
嫁
し
た
文
成
､
金
城
雨
公
主
と

回
乾
に
嫁
し
た
成
安
公
主
は
､
王
暗
君
同
校
胡
地
に
穀
し
て
い
る
O

文
成
公
主
は
チ
ベ
ッ
ト
に
初
め
て
儒
教
を
停
え
た
こ
と
で
名
高
い
が
､

こ
れ
ら
の
公
主
の
境
遇
に
は
人
々
の
興
味
と
同
情
が
集
ま
っ
た
ら
し

い
｡
金
城
公
主
降
嫁
の
時
､
中
宗
は

｢悲
泣
政
教
す
る
こ
と
こ
れ
を

久
し
う
し
､
困
-
て
徒
臣
に
命
じ
詩
を
賦
し
て
餓
別
せ
し
む
｣
と
『奮

麿
書
』
｢廻
柁
俸
｣
に
あ
る
が
､

そ
の
時
の
馬
懐
素
､
醇
穫
'
沈
任

期
'
武
卒
､
超
彦
昭
､
鄭
情
､
徐
堅
等
諸
臣
の
鷹
制
の
作
が
今
な
お

⑧

残
さ
れ
て
い
る

｡

ま
た
金
城
公
主
自
身
の
玄
宗
に
宛
て
た
書
翰
及
び

そ
れ
に
封
す
る
玄
宗
自
身
と
張
九
齢
の
代
作
に
よ
る
返
書
も
､
や
は

⑨

-
今
日
に
俸
わ
っ
て
お
-

､

公
主
の
切
な
る
望
郷
の
念
と
そ
の
慰
撫

に
苦
慮
す
る
帝
王
の
心
情
と
の
間
に
存
在
す
る
微
妙
な
ず
れ
を
そ
こ

に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
｡
さ
ら
に
威
安
公
主
に
つ
い
て
は
､
自

居
易
に

｢祭
威
安
公
主
文
｣
(『日
展
易
集
葦
校
』
奄
五
十
七
)
が
あ
-
､

そ
の
中
で
自
氏
は
､
｢故
郷
返
ら
ず
､
烏
孫
の
曲
空
し
-
俸
わ
-
､
野

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

路
遠
か
と
い
え
ど
も
､
青
塚
の
魂
は
復
す
可
し
｣
と
､
威
安
公
主
を

漢
の
武
帝
の
時
の
和
蕃
公
主
で
あ
っ
た
烏
孫
公
主
お
よ
び
王
昭
君
に

｢王
暗
君
襲
文
｣
考

(金
)

擬
し
て
い
る
の
で
あ
る
0

日
屠
易
の
こ
の
感
想
は
､
お
そ
ら
-
常
時
の
大
多
数
の
人
々
の
共

有
す
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
ろ
う
｡
王
建
の

｢大
和
公
主
和
蕃
｣
詩

(『全
唐
詩
』
撃
二
〇
一
)
が
､
｢琵
琶
涙
に
浬
-
て
行
聾
小
な
-
､
人
の

腸
を
断
ち
得
る
は
多
き
に
在
ら
ず
｣
と
'
や
は
-
公
主
の
降
嫁
か
ら

琵
琶
を
通
し
て
王
昭
君
を
連
想
し
て
い
る
の
は
､
そ
の
こ
と
を
裏
づ

け
る
｡
と
す
れ
ば

｢王
昭
君
襲
文
｣
の
中
に
こ
れ
ら
和
蕃
公
主
の
影

を
見
よ
-
と
す
る
の
も
､決
し
て
見
皆
ち
が
い
と
は
言
え
ま
い
｡
｢襲

ヽ
ヽ

文
｣
が
､
｢公
主
時
亡

(亡
時
)
僕
亦
た
死
す
｣
､

ま
た
､

｢維
年
月

ヽ
ヽ

日
､
謹
ん
で
清
酌
の
貧
を
以
て
､
漢
の
公
主
王
昭
軍

(君
)
の
室
を

祭
る
｣
と
､
王
暗
君
を
漢
の
公
主
と
す
る
の
は
､
言
わ
ば
自
居
易
の

｢祭
威
安
公
主
文
｣
と
逆
の
見
立
て
で
あ
ろ
-
｡
『漢
書
』
の

｢旬
奴

俸
｣
は
､

｢軍
手
自
ら
言
わ
-
'
願
わ
-
は
漢
氏
に
宿
と
な
-
て
以

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

て
自
ら
親
し
ま
ん
と
｡
元
帝
は
後
宮
の
良
家
の
子
､
王
璃
字
昭
君
を

以
て
草
子
に
賜
う
｣
と
述
べ
る
の
み
で
､
王
昭
君
が
公
主
に
な
っ
た

と
は
言
わ
な
い
｡
王
昭
君
を
公
主
と
す
る
こ
と
は
､
史
貴
は
む
ろ
ん
､

そ
の
他
の
俸
説
や
文
学
作
品
に
も
見
え
な
い
の
で
あ

っ
て
､
唐
代
の

和
蕃
公
主
を
王
暗
君
に
擬
す
る
登
憩
か
ら
影
馨
を
受
け
た
も
の
に
相
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中
国
文
筆
報

第
五
十
筋

違
な
か
ろ
う
｡

ま
た
そ
も
そ
も

｢襲
文
｣
の
最
後
に
漢
使
が
育
塚
で

王
昭
君
を
弔
い
祭
詞
を
讃
む
と
い
う
趣
向
自
腹
も
､
｢祭
威
安
公
主

文
｣
に

｢皇
帝
某
官
某
を
遣
わ
し
庶
蓋
の
真
を
以
て
､
祭
を
故
成
安

大
長
公
主
観
博
枇
伽
可
敦
の
賓
に
致
す
｣
と
あ
る
よ
-
な
唐
代
の
習

慣
の
反
映
で
あ

っ
た
と
思
え
る
｡

長
慶
元
年
､
回
絵
に
嫁
し
た
大
和
公
主
を
最
後
に
､
和
蕃
公
主
の

降
嫁
は
行
わ
れ
な
-
な
る
｡
和
蕃
公
主
は
初
唐
か
ら
中
唐
に
か
け
て

の
特
異
な
現
象
で
あ

っ
た
｡

｢
王
昭
君
襲
文
｣
は
､
比
較
的
早
-
滅

び
た
突
欧
の
名
が
五
度
も
見
え
る
こ
と
'
突
欧
､
回
結
､
吐
幕
に
ま

つ
わ
る
地
名
が
､
地
理
関
係
を
無
税
し
て
や
や
混
乱
し
た
形
で
現
れ

る
鮎
な
ど
か
ら
考
え
て
､

一
時
の
作
で
は
な
-
､
初
唐
か
ら
徐
々
に

形
成
さ
れ
､
中
麿
に
至
っ
て
完
成
し
た
も
の
と
見
て
大
過
な
い
で
あ

ろ
う
｡
そ
れ
は
言
わ
ば
､
和
蕃
公
主
が
行
わ
れ
た
時
期
の
産
物
で
あ

っ
た
｡
こ
の
推
定
は
'
文
中
に

｢
八
百
飴
年
後
｣
と
言
う
の
と
も
う

ま
-
符
合
し
ょ
う
｡

中
庸
期
に
回
乾
に
嫁
し
た
寧
園
､
成
安
､
大
和
の
三
公
主
は
､
そ

れ
ま
で
の
和
蕃
公
主
が
公
主
と
は
言
い
な
が
ら
､
貴
際
に
は
宗
室
の

遠
縁
の
女
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
に
射
し
て
､
共
に
皇
帝
の
親
女
で
あ

っ
た
｡
そ
れ
は
回
柁
問
題
の
深
刻
さ
を
物
語
る
と
共
に
'
人
々
の
和

蕃
公
主
に
寄
せ
る
関
心
が
い
や
が
上
に
も
高
ま
っ
た
こ
と
を
示
唆
し

ょ

う
｡
｢
王
昭
君
襲
文
｣
が
こ
の
時
期
に
現
れ
た
背
景
が
そ
こ
に
あ

る
O

な
お
回
結
､
吐
蕃
と
の
緊
張
関
係
は
､
時
事
問
題
の
最
た
る
も
の

と
し
て
'
常
時
の
詩
人
た
ち
に
よ
っ
て
も
歌
わ
れ
て
い
る
｡
そ
の
代

表
は
､
言
う
ま
で
も
な
-

｢陰
山
遥
｣
｢縛
戎
人
｣
｢城
旗
州
｣
な
ど
､

自
店
易
の

｢新
楽
府
｣
で
あ
ろ
-
｡
自
居
易
は

｢集
成
安
公
主
文
｣

の
は
か
太
和
公
主
の
封
制

(『自
居
易
集
等
校
』
巻
五
三
)
を
も
書
い
て

忠
-
､
和
蕃
公
主
と
は
礎
か
ら
ぬ
因
縁
を
有
し
て
い
た
｡
｢陰
山
違
｣

に

｢威
安
公
主
可
敦
と
親
し
､
遠
-
可
汗
の
籍
に
頻
-
に
奏
諭
す
｣

と
あ
る
の
は
､
彼
の
こ
の
問
題

へ
の
関
心
の
も
う

一
つ
の
表
れ
で
あ

っ
た
｡
し
か
も

｢
王
昭
君
奨
文
｣
と
自
店
易
の
作
品
の
間
に
は
'
賓

は
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
共
通
鮎
が
あ
る
｡

三

自
店
易
の
作
品
と

｢王
昭
君
襲
文
｣
の
性
格

陳
寅
情
は

｢陰
山
遺
｣
の

｢絃
避
敦
肥
水
泉
好
｣
の
句
に
注
し
て
､

｢
王
昭
君
襲
文
｣
の

｢通
草
叱

(吃
)
沙
結
避
分
｣
を
引
い
た
｡
し
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か
し

｢王
暗
君
襲
文
｣
と
自
居
易

｢新
禁
府
｣
の
間
の
字
句
の
類
似

は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
｡

｢襲
文
｣
の

｢所
好
成
毛
羽
､
悪
者
城

(成
)
癒
癖
｣
に
対
し
て
'

従
来
の
注
は
張
衝
の
｢西
京
賦
｣
の

｢所
好
成
毛
羽
'
所
悪
成
療
病
｣

を
出
典
と
し
て
畢
げ
る
が
､
こ
こ
は
そ
れ
と
共
に

｢新
楽
府

･
太
行

路
｣
の

｢好
生
毛
羽
悪
生
癒
｣
を
是
非
と
も
引
-
べ
き
と
こ
ろ
で
あ

ろ
-
｡

ま
た
先
に
筆
者
は
､

｢梅

(緩
)
銀
北
奏

(走
)
黄
産
泊

原
夏
南
地
持

(馳
)
目
口

(邸
～
)
｣
の
二
句
を
紋
､
銀
'
原
､
夏
四

ヽ
ヽ

州
の
こ
と
と
し
て
解
し
た
が
､
｢新
禦
府

･
城
塵
州
｣
に
は
｢塞
夏
暫

ヽ
ヽ

安
誰
復
耕
､
秦
原
暗
通
何
庭
見
｣
と
同
巧
の
句
づ
-
-
が
見
え
て
い

る
｡さ

ら
に
対
象
を

｢新
楽
府
｣
以
外
に
ま
で
贋
げ
る
と
､
｢襲
文
｣
の

｢紅
険
偏
承
寵
､
青
蛾
侍
宴
時
｣
の
二
句
は
､

｢長
恨
歌
｣
の

｢始

是
新
承
恩
滞
時
｣
｢承
歓
侍
宴
無
閑
暇
｣
等
の
句
を
容
易
に
連
想
さ

ヽ
ヽ

ヽ

ヽ

せ
る
し
､
｢襲
文
｣
の

｢
不
磨
玉
塞
朝
雲
断

直
為
金
河
夜
蒙

(夢
)

連
｣

(鷹
に
王
墓
に
朝
雲
断
た
る
べ
か
ら
ず
､

た
だ
金
河
に
夜
夢
連

ヽ
ヽ

な
る
が
為
に
)
は
､
自
居
易

｢花
非
花
｣
の

｢来
如
春
夢
幾
多
時

ヽ
ヽ

去
似
朝
雲
無
寛
虞
｣
と
着
想
を
共
有
し
よ
う
｡
ま
た
漢
便
の
青
塚
で

｢王
将
君
奨
文
｣
考

(金
)

の
祭
詞
の
末
尾
､
｢身

〔維
～
〕
穀
於
蕃
裏
､
魂
今
豊
忘
京
都
.
坐

留

l
塚
賛
天
地
､
岸
冗
青
山
寓
載
孤
｣
は
､
す
で
に
引
い
た

｢祭
威

安
公
主
文
｣
の
末
尾
､

｢蹄
路
維
造
､
青
塚
之
魂
可
復
｣
と
同
巧
で

あ
る
｡

こ
の
よ
う
な

｢襲
文
｣
と
自
店
易
の
作
品
と
の
類
似
表
現
が
､
果

し
て

｢襲
文
｣
が
昔
時
は
な
は
だ
人
口
に
聴
衆
し
て
い
た
自
居
易
の

作
品
を
模
倣
し
た
結
果
な
の
か
､
そ
れ
と
も
両
者
は
同
じ
文
学
的
風

土
か
ら
別
々
に
生
ま
れ
た
も
の
で
､
表
現
を
共
有
す
る
に
過
ぎ
な
い

の
か
は
､
に
わ
か
に
決
め
難
い
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
な
が
ら
い
ず
れ

に
せ
よ
､

そ
れ
は

世に
よ
-

言

わ

れ
る
自
居
易

文学
の
｢
俗
｣

｢濁

⑲

切
｣
そ

し
て
言
葉

の過剰
な
ど

の
特
徴
を
､
自

民
の作品
の
背

後
か

ら
説
明
し
､
立
讃
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
え
る
｡
自
氏
及

び
そ
の
盟

友
､
元
横
の
長
篇
律
詩
な
ど
も
､
襲
文
に
お
け
る
韻
文
と
の
関
連
に

お
い
て
検
討
し
て
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

と
同
時
に
､
問
題
を

｢
王
昭
君
襲
文
｣
の
側
に
引
き
つ
け
て
考
え

る
な
ら
ば
､
右
の
鮎
は
､

｢襲
文
｣
を
講
樺
師
の
種
本
も
し
-
は
給

解
き
の
際
の
蔓
本
で
あ

っ
た
と
す
る
従
来
の
説
に
再
検
討
を
迫
る
も

の
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡
た
と
え
ば

｢誰
年
月
日
､
謹
以
清
酌
之
真
､
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別

条
漢
公
主
王
昭
軍

(君
)
之
案
｣
で
始
ま
る

｢襲
文
｣
の
漢
債
の
祭

詞
は
､
文
字
の
乱
れ
が
か
な
-
あ
る
と
は
い
え
､
唐
代
の
有
苛
の
祭

文
の
形
式
を
ほ
ぼ
完
全
に
備
え
て
お
-
､
唐
人
の
文
集
中
に
置
い
て

さ
ほ
ど
不
自
然
と
は
思
え
な
い
｡
ま
た
そ
の
詩
の
部
分
も
､
修
辞
の

稚
拙
は
免
れ
な
い
も
の
の
､
古
典
詩
の
範
晴
を
大
き
-
逸
脱
す
る
も

の
で
は
な
い
｡
こ
れ
ら
を
耳
で
聞
い
た
だ
け
で
理
解
で
き
る
と
す
れ

ば
､
そ
れ
は
か
な
-
の
教
養
を
も

っ
た
者
に
限
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
｡

む
ろ
ん
理
解
の
次
元
と
は
相
封
的
な
も
の
で
あ
-
､
今
日
の
理
解
の

尺
度
を
も
っ
て
古
人
の
理
解
の
性
質
を
測
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
ら

ね
ば
な
ら
な
い
｡
ま
た
昔
時
､
琵
琶
の
伴
奏
に
よ
る
王
暗
君
の
語
-

物
が
盛
行
し
て
い
た
こ
と
は
､
杜
甫
や
舌
師
老
の
詩
に
見
え
る
通
-

で
あ
る
｡
民
間
の
蛮
能
が
古
典
文
学
と
無
線
で
あ
る
と
い
う
速
断
が

危
険
で
あ
る
こ
と
も
言
う
ま
で
も
な
い
O
張
説
の

｢伎
人
の
為
に
元

十
邸
を
祭
る
の
文
｣
(『全
唐
文
』
撃

一三
三
)
は
､
教
主
を
失
な

っ
た

伎
女
蛮
人
の
た
め
の
代
作
で
あ
る
が
､
祭
文
と
い
っ
た
も
の
が
常
時

一
鮭
ど
の
階
層
に
ま
で
用
い
ら
れ
た
か
を
窺
わ
せ
､
そ
れ
が
聾
能
に

敬
-
入
れ
ら
れ
て
ゆ
-
経
路
を
も
示
唆
す
る
鮎
で
興
味
深
い
｡

に
も
か
か
わ
ら
ず
今
日
残
さ
れ
た
寓
本
が
､
多
-
の
聴
衆
に
聞
か

せ
る
た
め
だ
け
の
も
の
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
に
は
､
な
お
疑
問
が
覆

る
｡
も
し
そ
れ
が
種
本
､
垂
木
で
あ

っ
た
な
ら
ば
､
｢上
巻
立
鋪
華
､

此
入
下
巻
｣
な
ど
と
い
-
文
句
は
却

っ
て
不
用
で
あ
ろ
う
｡
そ
う
い

う
意
味
で
､
襲
文
は
あ
た
か
も
明
代
の
擬
話
本
の
如
-
､
種
本
､
蔓

⑪

本
を
装

っ
た
読
み
物
で
あ
る
と
す
る
説

は

正
鵠
を
得
て
い
る
よ
う
に

筆
者
に
は
思
え
る
｡
襲
文
の
寓
本
は
､
寅
際
の
語
-
物
に
基
づ
き
な

が
ら
も
､
そ
れ
を
さ
ら
に
修
辞
的
に
高
め
た
読
み
物
と
し
て
､
文
字

を
媒
介
に
流
通
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
｢
王
暗
君
襲
文
｣

で
は
､
｢孝
哀

皇
帝
｣
と

｢皇
帝
｣
の
上
を
わ
ざ
わ
ざ

一
字
分
空
格

に
し
て
い
る
が
､
こ
れ
な
ど
も
複
数
の
人
に
読
ま
せ
る
た
め
に
､
常

時
の
書
寓
の
規
範
に
従

っ
た
も
の
と
解
せ
よ
-
｡
襲
文
の
こ
の
よ
う

な
見
せ
か
け
は
､
民
間
か
ら
採
取
さ
れ
た
歌
話
を
装

っ
た

｢新
楽
府
｣

の
趣
向
に
通
じ
る
｡

な
お
お
そ
ら
く
は

｢
王
昭
君
襲
文
｣

が
吐
蕃
占
領
下
の
敦
塩
で
作

ら
れ
た
と
考
え
た
た
め
で
あ
ろ
う
､
こ
の
作
品
の
中
に
占
領
下
の
漢

人
の
散
開

へ
の
愛
慕
の
念
と
吐
春
に
封
す
る
民
族
感
情
が
反
映
し
て

⑫

い
る
と
す
る
説
が
あ
る
｡
む
ろ
ん
そ
の
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
が
､

す
で
に
見
た
如
-
和
蕃
公
主
の
問
題
は
唐
の
中
央
で
も
大
き
な
関
心
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事
と
な
っ
て
お
-
､
ま
た
重
昭
君
の
語
-
物
が
四
川
で
も
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
か
ら
考
え
て
も
､
問
題
を
そ
こ
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
ま
し
て
こ
の
作
品
が
語

っ
て
い
る
の
は
､
王
昭

君
の
漢
に
封
す
る
愛
慕
の
念
ば
か
-
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡

四

｢
王
暗
君
襲
文
｣
の
文
学
性

｢
王
暗
君
襲
文
｣
に
お
い
て
､

一
方
の
普
事
者
で
あ
る
元
帝
が
王

昭
君
に
い
か
な
る
感
情
を
も
っ
て
い
た
か
は
､
残
念
な
が
ら
上
巻
の

大
牛
が
失
わ
れ
た
た
め
も
あ

っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
し
か
し

残
存
部
分
を
見
る
限
-
､
｢君
王
不
見
追
釆
｣
､
つ
ま
-
元
帝
は
彼
女

を
呼
び
も
ど
し
て
は
-
れ
な
か
っ
た

(迫
は
追
遠
の
意
)
｡
し
か
も

⑬

王
昭
君
の
死
に
際
し
､
｢龍
庭
に
表
奏
す
る
も
､
□
勅
未
だ
至
ら
ず

｣

と
あ
る
よ
う
に
､
漢
の
朝
廷
は
常
初
何
ら
反
鷹
を
示
さ
な
い
｡
漢
が

弔
債
を
送
っ
た
の
は
の
ち
哀
帝
の
時
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
｡
元
帝

も
し
く
は
漢
の
朝
廷
は
王
昭
君
に
封
し
て
冷
淡
で
あ

っ
た
と
言
え
よ

､

つ

○こ
れ
と
対
照
的
な
の
は
草
子
の
王
昭
君

へ
の
愛
情
の
深
さ
で
あ
る
｡

快
々
と
し
て
楽
し
ま
ぬ
王
昭
君
を
見
て
､
草
子
は
ま
ず
そ
の
歌
心
を

｢王
昭
君
壁
文
｣
考

(金
)

買
う
た
め
に
大
規
模
な
狩
を
催
す
｡
彼
女
の
病
気
に
は
'

｢草
子
は

いか
ん

しき

こ
れ
蕃
人
と
い
え
ど
も
､
夫
妻
の
義
重
き
を
郡
と
も
す
る
な
-
､
頻

多
に
借
問
す
｣
と
情
愛
を
示
し
､
病
い
が
進
め
ば
､

｢公
主
亡
き
時

ま

は
僕
も
亦
た
死
せ
ん
､
誰
か
能
-
後
に
在
-
て
孤
魂
を
異
さ
ん
｣
と

か
き
-
ど
き
､
葬
榎
で
は
､
｢早
-
に
死
若

(後
)
沙
裏
に
埋
め
ら
る

を
知
ら
は
､
君
を
し
て
帝
郷
に
遠
ら
ざ
ら
し
む
を
悔
ゆ
｣
と
悔
恨
に

む
し
ろ

･h
し
な

な
ん

く
れ
る
｡
漢
使
に
語

っ
た
｢
乍

可

陣

頭
に
馬
を

失

却

-

と
も
､
那

ぞ

老
い
に
向
い
て
更
に
妻
を
亡
-
す
に
堪
え
ん
｣
に
至
っ
て
は
､
そ
の

比
境
の
具
低
さ
故
に

一
層
の
哀
切
を
誘
う
｡

｢王
昭
君
襲
文
｣
の
テ

ー
マ
は
､
王
昭
君
の
漢

へ
の
怨
慕
と
共
に
'
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に

草
子
の
王
昭
君
に
封
す
る

一
途
な
愛
で
あ
る
｡
壬
昭
君
を
テ
ー
マ
と

し
た
歴
代
の
詩
歌
の
中
に
は
､
た
と
え
ば
階
の
辞
遥
衡

｢明
君
詞
｣

に

､

｢何
ぞ
草
子
の
重
ん
じ
る
を
用
い
ん
｣
と
あ
る
如
-
､
草
子
の

王

昭
君

へ
の
寵
愛
に
解
れ
る
も
の
が
な
い
で
は
な
い
が
､
そ
れ
は
あ

く
ま
で
も
王
昭
君
の
悲
嘆
を
よ
-
致
果
的
に
描
-
た
め
の
1
つ
の
道

具
立
て
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ

っ
て
､
｢襲
文
｣
の
よ
う
に
草
子
の
愛

情
を
正
面
か
ら
取
-
挙
げ
た
例
を
他
に
知
ら
な
い
｡

元
の
馬
致
遠

｢漢
官
秋
｣
雑
劇
は
'
元
帝
の
悲
し
み
を
も
っ
ぱ
ら
措
い
て
徒
乗
の
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中
国
文
拳
報

第
五
十
放

王
暗
君
中
心
の
蕃
糞
を
脱
し
た
作
品
と
し
て
名
高
い
が
'
そ
の
前
に

｢
王
暗
君
襲
文
｣
の
あ

っ
た
こ
と
は
､
文
学
史
上
に
閑
却
さ
れ
て
い

る

｡吉
川
幸
次
郎
博
士
は
か
つ
て

｢漠
宮
秋
難
劇
の
文
学
性
｣

(『
吉
川

幸
次
郎
全
集
』
巻
十
五
)
に
お
い
て
､
王
暗
君
物
語
を
題
材
と
し
元
帝

を
主
役
と
す
る
元
代
の
こ
の
戯
曲
が
'
皇
帝
と
い
う
極
限
情
況
に
い

る
人
物
を
借
-
て
､
人
間
永
遠
の
懲
愛
の
普
遍
的
感
動
を
描
い
て
い

る
鮎
で
新
鮮
で
あ
-
､
過
去
の
中
国
文
学
の
中
に
そ
の
類
例
を
見
出

し
難
い
と
述
べ
ら
れ
た
｡
し
か
し

｢
王
昭
君
襲
文
｣
は
､
同
様
の
感

動
を
や
は
-

一
種
の
極
限
情
況
に
い
る
草
子
の
身
の
上
に
寅
現
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
｡
王
暗
君
の
葬
薩
に
際
し
て

｢剣
を
解
き
天
子
の
服

ま

つ

を
脱
険
し
､
披
頭
し
て
遠
た
庶
人
の
裳
を
着
｣
け
た
草
子
の
姿
に
は
､

天
子
の
愛
情
が
庶
人
の
そ
れ
と
何
ら
襲
ら
な
い
こ
と
が
直
裁
に
表
現

さ
れ
て
い
る
o
あ
る
い
は
異
族
の
天
子
で
あ
る
だ
け
に
､
そ
の
普
遍

性
は
よ
り

l
層
強
烈
に
俸
わ
っ
て
こ
よ
う
｡
｢漠
官
秋
｣
の
元
帝
は
､

臣
下
の
裏
切
-
と
怯
信
に
よ
っ
て
王
昭
君
を
失
い
､
孤
猪

へ
と
追
い

や
ら
れ
た
が
､
襲
文
の
葬
頑
の
場
の

｢首
領
は
轟
-
雲
雨
の
如
-
隻

ま
-
､
異
口
皆
戦
場
に
闘
わ
ん
と
言
う
｣
が
､
王
昭
君
の
死
を
機
に

臣
下
た
ち
が
漢
に
戦
い
を
挑
も
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
と

す
れ
ば
､
情
況
は
逆
な
が
ら
草
子
も
元
帝
と
同
じ
孤
猫
を
味
わ
っ
た

こ
と
に
な
る
｡
二
人
の
孤
猪
は
共
に
､
帝
王
と
し
て
君
臨
せ
ね
は
な

ら
ぬ
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
軍
手
の
孤
猫
は

元
帝
の
そ
れ
よ
-
も
深
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡

そ
れ
は
単
千
の
愛
す
る
王
昭
君
が
草
子
を
愛
さ
な
か
っ
た
か
ら
に

た
と
え

つ
い

他
な
ら
な
い
｡
｢
候

使

過

庭
に
突
族
の
寵
あ
る
も
､
格

好
に
漠
王
の

憐
れ
む
に
及
ば
ず
｣
､
草
子
の
愛
す
る
王
昭
君
は
草
子
を
愛
さ
ず
､
王

昭
君
の
慕
う
漢
の
元
帝
は
王
暗
君
を
顧
み
な
い
｡
そ
う
い
-
意
味
で

こ
れ
は
､
片
思
い
の
文
学
で
あ
る
と
言
え
よ
う
｡
し
か
も
そ
れ
は
た

だ
の
片
思
い
で
は
な
か
っ
た
｡
す
で
に
述
べ
た
如
-
､
こ
の
作
品
で

の
王
暗
君
は
漢
の
公
主
と
い
う
こ
と
に
さ
れ
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て

な

｢昔
日
は
遠
お
漢
帝
の
恩
を
承
-
｣
る
身
で
あ

っ
た
王
昭
君
は
､
元

帝
の
愛
人
で
あ
る
と
同
時
に
少
な
-
と
も
形
式
的
に
は
ま
た
む
す
め

で
も
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
｡
そ
し
て
単
千
に
と
っ
て
の
元
帝
は
､
懸

仇
と
同
時
に
岳
父
に
も
曹
た
る
理
者
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
こ
こ
に
措

か
れ
て
い
る
の
は
､
片
思
い
の
文
学
で
あ
る
と
共
に
､
ま
た
乱
倫
の

文
学
で
も
あ
っ
た
｡
片
思
い
､
し
か
も
男
の
方
か
ら
の
片
思
い
を
テ
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-
マ
と
す
る
作
品
は
､
後
世
の
戯
曲
や
小
説
に
見
ら
れ
る
も
の
の
､

中
国
文
学
史
上
そ
の
例
に
乏
し
い
で
あ
ろ
う
が
､
乱
倫
の
文
学
と
な

る
と
さ
ら
に
珍
し
い
｡
あ
え
て
類
例
を
求
め
る
と
す
れ
ば
､
そ
れ
は

｢
王
昭
君
襲
文
｣
と
同
時
期
の
､
自
居
易

｢長
恨
歌
｣
に
代
表
さ
れ

る
楊
貴
妃
に
つ
い
て
の
俸
説
と
文
学
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
｡

楊
貴
妃
が
玄
宗
の
子
'
寿
王
の
妃
で
元
来
あ
っ
た
こ
と
を

｢長
恨

歌
｣
は
尊
者
の
た
め
に
諦
ん
だ
が
'
陳
鴻
の

｢長
恨
歌
俸
｣
の
方
で

は
'
｢弘
農
の
揚
玄
淡
の
女
を
寿
邸
に
得
た
-
｣
と
そ
の
こ
と
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
｡
言
う
ま
で
も
な
-
自
居
易
を
含
め
常
時
周
知
の
事

寛
で
あ
っ
た
｡
ま
た
安
緑
山
が
楊
貴
妃
の
義
子
と
な
-
'
二
人
の
問

に
私
か
な
愛
情
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
､
安
篠
山
の
乳
が
こ
の
愛
情
関

係
の
も
つ
れ
と
安
蘇
山
の
嫉
妬
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
､

い
ず
れ
も
昔
時
著
名
な
風
聞
と
し
て
桃
汝
能

『安
篠
山
事
蹟
』
な
ど

に
見
え
t
の
ち
元
代
の
自
仁
甫

｢梧
桐
雨
｣
薙
劇
､
ま
た
王
伯
成

｢天

賓
通
事
｣
諸
富
調
共
に
そ
の
こ
と
に
言
及
す
る
｡
｢襲
文
｣
で
の
草
子

は
さ
し
ず
め
安
篠
山
の
役
回
-
で
あ
ろ
う
｡
｢梧
桐
雨
｣
雑
劇
は
玄

宗
の
孤
猪
を
テ
ー
マ
と
し
た
作
品
で
あ
る
が
､
そ
の
孤
猪
は
単
に
楊

貴
妃
を
失
っ
た
た
め
ば
か
-
で
は
な
-
､
ま
た
愛
す
る
者
の
裏
切
-

｢王
昭
君
襲
文
｣
考

(金
)

に
由
る
鮎
で
､
草
子
の
そ
れ
に
幾
分
似
通
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
｡
そ

し
て
そ
の
よ
-
な
紹
望
的
孤
猪
感
は
､
右
の
如
き
文
脈
を
そ
の
解
帯

に
持
ち
込
ん
で
み
れ
ば
､
｢長
恨
歌
｣
の
｢綿
々
と
し
て
絶
え
る
期
無

き
恨
み
｣
の
中
に
も
や
は
-
何
ほ
ど
か
揺
曳
し
て
い
る
と
感
じ
ら
れ

る
｡

｢昔
日
同
に
眠
る
と
き
夜
は
即
ち
短
き
に
､
如
今
猪
-
磨
れ
ば

天
の
長
き
を
覚
ゆ
｣
と
い
う
軍
手
の
欺
き
は
､
｢長
恨
歌
｣
の
｢遅
々

た
る
鐘
鼓
初
め
て
長
き
夜
､
耽
々
た
る
星
河
曙
け
ん
と
欲
る
天
｡
鴛

蔦
の
瓦
冷
か
に
霜
華
重
-
'
輩
翠
の
余
寒
-
し
て
誰
と
共
に
せ
ん
｣

に
通
ず
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
こ
に
は
会
を
共
に
し
夜
を
短
い
と
思
っ
た

の
も
所
詮
は
幻
t
と
い
っ
た
あ
る
種
の
諦
念
が
あ
る
と
読
め
る
｡

｢長
恨
歌
｣
は

｢漠
家
天
子
の
使
｣
で
あ
る

｢臨
邦
の
遺
士
｣
が
､

｢海
上
の
仙
山
｣
に
楊
貴
妃
の
魂
を
尋
ね
て
行
-
と
こ
ろ
で
終

っ
て

い

る

.

1
万

｢
王
暗
君
襲
文
｣
の
結
末
は
､
漢
の
使
者
､
楊
少
微
に

よ

る

育
塚
で
の
王
昭
君
の
亡
霊
に
封
す
る
弔
祭
で
あ
っ
た
｡
こ
の
楊

ヽ

ヽ

少
微
は
架
空
の
人
物
と
思
え
る
が
､
少
微
は
お
そ
ら
-
少
微
の
誤
-

で
あ
ろ
う
｡
少
徴
は
盛
土
､
も
し
-
は
方
士
的
な
人
物
を
指
す
語
で

あ
る
.

一
例
を
挙
げ
れ
ば
､
則
天
朝
の
王
隠
客
､
字
は
少
微

(『全
唐

お
い

文
』
寒
二
一〇
五
)
の

姪

､

王
鋸
は
'

｢玄
象
合
鎌
の
撃
｣
を
も
っ
て
玄
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学
報

第
五
十
筋

宗
に
仕
え
た
人
物
で
あ
-

(『奮
麿
書
』
巻
一
〇
六
)､
王
少
微
も
そ
の

同
額
で
あ

っ
た
か
と
思
わ
れ
る
｡
｢長
恨
歌
｣
と

｢
王
昭
君
奨
文
｣
の

類
似
は
こ
こ
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
両
者
の
こ
の
よ
う
な
テ
ー

マ
と
構
成
の
共
通
鮎
は
､
先
に
述
べ
た

｢襲
文
｣
と
自
居
易
文
学
と

の
類
似
に
照
癒
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
O

楊
貴
妃
と
玄
宗
､
安
篠
山
を
め
ぐ
る
風
説
は
､
皇
室
や
有
名
人
に

封
す
る
人
々
の
多
分
に
ゴ
シ
ッ
プ
的
な
興
味
の
所
産
で
あ

っ
た
ろ
う
｡

そ
れ
は
い
か
に
も
メ
ロ
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
で
あ
る
が
､
そ
れ
だ
け
に
説

得
力
と
普
遍
性
を
も
つ
｡
そ
し
て
こ
の
あ
-
き
た
-
の
固
式
を
､
や

は
-
昔
時
の
人
々
に
と
っ
て
興
味
深
い
存
在
で
あ

っ
た
和
蕃
公
主
問

題
､
そ
の
投
影
と
し
て
の
王
昭
君
､
元
帝
､
軍
手
の
関
係
に
鷹
用
し
､

『安
藤
山
車
蹟
』
と
同
じ
-
､
政
治
上
の
問
題
を
個
人
の
愛
情
の
も

つ
れ
に
す
-
替
え
た
と
こ
ろ
に
､
｢
王
昭
君
襲
文
｣
は
生
ま
れ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

ち
な
み
に
日
本
の
謡
曲

｢昭
君
｣
は
､
や
は
-

｢王
昭
君
襲
文
｣

と
い
-
つ
か
の
共
通
鮎
を
も
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
.
話
曲
の
｢昭
君
｣

は
､
こ
れ
ま
た
自
居
易
の
詩

｢
王
昭
君
｣
を

一
つ
の
ヒ
ン
ト
と
し
て

⑭

作
ら
れ
た
と
言
わ
れ
､
故
郷
に
残
さ
れ
た
父
母
の
戴
き
に
始
ま
-
､

王
昭
君
を
慕
う
あ
ま
-
鬼
と
化
し
た
革
千
の
怨
み
を
も
っ
て
終
る
｡

王
昭
君
を
テ
ー
マ
と
す
る
数
多
の
詩
歌
の
中
で
そ
の
父
母
に
ふ
れ
た

も
の
は
､
わ
ず
か
に

『琴
操
』
に
見
え
る

｢
王
昭
君
怨
歌
｣
の

｢父

分

母
今

適
塾
悠
長
｣
ぼ
か
-
で
あ
る
が
､
｢奨
文
｣
で
は

｢遠
-
恨
む

家
人
の
魂
を
昭

(招
)
取
す
る
を
｣
ま
た

｢慈
母
只
今
何
こ
に
在
-

や
｣
と
二
度
に
わ
た
-
言
及
さ
れ
る
｡
そ
し
て
何
よ
-
も
酬
わ
れ
ぬ

愛
の
言
葉
を
綿
々
と
語
る

｢饗
文
｣
の
草
子
の
姿
は
､
謡
曲
に
お
け

る
草
子
の
鬼
相
に
奄
な
る
で
あ
ろ
う
｡
も
し
も
こ
の
両
者
の
間
に
影

響
関
係
が
あ

っ
た
と
す
れ
ば
､
そ
れ
は

｢
王
昭
君
襲
文
｣
も
し
-
は

そ
れ
に
額
す
る
物
語
の
唐
代
以
降
に
お
け
る
流
行
の
贋
が
-
を
示
唆

す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
｡
謡
曲
の
後
ジ
テ
た
る
草
子
の
せ
-
ふ
､

｢
と
げ
つ
と
言
つ
し
旗
人
な
-
｣
が

｢突
峡
と
い
ひ
し
虜
人
｣
の
靴

⑮

で
あ
る
と
す
る
説
は

､

そ
の
一
つ
の
傍
謹
と
な
-
え
よ
う
｡

文
学
の
最
大
の
テ
ー
マ
は
懲
愛
で
あ
-
､
そ
の
中
で
も
も
っ
と
も

人
を
惹
き
つ
け
る
の
は
片
思
い
と
不
倫
で
あ
る
､
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
あ
る
い
は
日
本
の
文
学
に
お
い
て
は
事
賓
で
あ
る
が
､
中
開
の
文

学
に
は
嘗
て
は
ま
ら
な
い
と
す
る
の
が
､
従
来
の
お
お
む
ね
の
考
え

方
で
あ

っ
た
O

｢
王
昭
君
襲
文
｣
は
､

そ
の
よ
う
な
文
学
が
中
国
に

94



も
存
在
す
る
こ
と
を
物
語
る
貴
重
な
作
品
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
そ
こ

か
ら
､
た
と
え
ば

｢
源
氏
物
語
｣
ま
で
の
距
離
は
､
今
日
わ
れ
わ
れ

が
考
え
る
ほ
ど
に
は
速
-
な

い
か
も
知
れ
な

い
の
で
あ
る
｡

注
①

｢
敦
塩
本
王
昭
君
轡
文
校
注
｣
(『慶
鷹
義
塾
大
学
言
語
文
化
研
究
所

紀
要
』
第
二
十
四
班

1
九
九
二
)
O
な
お
以
下
の
引
用
や
句
数
は
す
べ

て
こ
れ
に
よ
る
｡
口
は
不
明
字
'
(

)
は
校
定
字
'
〔

〕
は
意
補
の

字
を
示
す
｡

④

金
文
京

｢
詩
讃
系
文
学
試
論
｣
(『中
開
-
融
合
と
文
化
』
七
坂

東

大
中
国
学
合

一
九
九
二
)
参
照
｡

④

根
本
誠

｢
王
昭
君
襲
文
成
立
年
代
考
｣
(『東
洋
文
学
研
究
』
九
鱗

早
稲
田
大
学

一
九
六

1
)
'
鄭
文

｢
王
昭
君
轡
文
創
作
時
間
臆
測
｣

(『
西
北
師
院
学
報
』
政
合
科
学
版

一
九
八
三
-
四
)
0

④

『
元
白
詩
集
琵
稿
』
第
五
章

｢新
楽
府
｣
.

㊥

桑
原
陣
痛

｢
障
唐
時
代
に
支
那
に
来
往
し
た
西
域
人
に
つ
い
て
｣

(『
桑
原
桔
戒
全
集
』
第
二
巷

岩
波
書
店

昭
和
四
十
三
)0

④

｢
地
｣
と

｢
持
｣
は
各
"

｢
馳
｣
の
字
形
の
近
似
と
普
通
に
よ
る
靴

と
解
す
る
｡

⑦

『
新

･
奮
唐
書
』
の

｢
吐
蕃
俸
｣
｢
超
絶

(鶴
)
俸
｣
'
『
新
唐
書
』

｢諸
帝
公
主
俸
｣
.
崇
徽
公
主
に
つ
い
て
は

『
磨
大
詔
令
集
』
巻
四
二
O

㊥

『
全
唐
詩
』
巻
九
三
･
九
六

二

〇
二
･
一
〇
三
二

〇
六

二

〇

七
に
醇
稜

｢
孝
和
迭
金
城
公
主
適
西
蕃
鷹
制
｣

以
下
諸
人

の
和
作
を
収

｢王
暗
君
襲
文
｣
考

(金
)

む
｡

④

玄
宗

｢
賜
金
城
公
主
書
｣

(『
全
唐
文
』
巻
四
〇
)'
金
城
公
主

｢乞

許
賛
普
請
和
表
｣
｢謝
恩
賜
錦
畠
器
物
表
｣
｢請

置
府
表
｣

(同
上
巻

一

〇
〇
)'
張
九
齢

｢
勅
金
城
公
主
書
｣
(同
上
巻
二
八
六
･
二
八
七
).

⑲

川
合
康
三

｢
自
俗
の
検
討
｣
(『自
居
易
研
究
講
座
』
第
五
巷

勉
誠

政

一
九
九
四
)
ま
た

｢
こ
と
ば
の
過
剰
-
唐
代
文
学
の
中
の
白
居
易
｣

(同
上
巷
二
)
参
照
｡

㊥

V
ic
tor
H
.

M
a
ir
.T
'a
n
g

T
l
a
n
Sf
o
r
m
a
110～

T
e
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a
m
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i･

d
g
e
:
H
a
r
v
a
r
d

U
n
ivI
P
r
e
s
s
L

9
8
9I

C
h
a
p
t
e
r

F
ive
.

P
erfo
r
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