
｢
孔
雀
東
南
飛
｣
の

背

景

松

家

裕

子

追
手
門畢
院
大

｢孔
雀
東
南
飛
｣
は
よ
-
知
ら
れ
た
長
篇
物
語
-
詩
で
あ
る
｡
そ

の
成
立
は
'
後
に
畢
げ
る
序
に
従

っ
て
後
漢
末
と
す
る
説
と
晋
か
ら

南
朝
期
ま
で
降
る
と
す
る
説
が
あ

っ
て
､
い
ま
だ
定
説
を
み
る
に
い

た
っ
て
い
な
い
｡
い
ず
れ
に
し
て
も
､
全
篇
三
五
三
句
と
い
-
長
さ

は
同
時
代
に
例
が
な
-
､
異
色
の
作
品
と
い
-
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

三
五
三
句
は
す
べ
て
五
言
斉
言
鰻
で
貫
か
れ
て
い
る
｡
｢孔
雀
東
南

飛
｣
を
収
め
る
現
存
最
古
の
書
は
'
『
王
墓
新
詠
』
(竜
一
)
で
あ
る
｡

こ
こ
で
は
､

｢古
詩
､
無
名
人
焦
仲
卿
の
妻
の
馬
に
作
る
､
井
び
に

序
｣
と
題
さ
れ
て
､
文
人
が
手
を
入
れ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
な
が

ら
も
､
無
名
氏
の
作
と
し
て
奉
げ
ら
れ
､
ま
た
表
現
法
も
純
粋
な
文

①

人
作
品
と
は

1
縛
を
劃
す
る
な
ど
'
民
間
歌
謡
と
し
て
の
特
徴
を
随

｢孔
雀
東
南
飛
｣
の
背
景

(松
家
)

所
に
と
ど
め
て
い
る
O
こ
の
1
第
に
よ
っ
て
､
敦
塩
奨
文
よ
-
ず

っ

と
古
い
時
代
に
､
民
間
で
長
篇
の
語
-
も
の
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と

を
予
想
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
な
ぜ
な
ら
､
こ
う
し
た
も
の
が
た
だ

一
篇
の
み
偶
然
に
出
現
し
た
と
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で

あ
る
｡
作
品
そ
の
も
の
の
債
値
と
と
も
に
､
こ
う
し
た
意
味
で
も
｢孔

雀
東
南
飛
｣
は
重
要
で
あ
る
と
い
え
よ
う
｡

｢孔
雀
東
南
飛
｣
の
あ
ら
す
じ
は
､
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
｡

焦
仲
卿
と
劉
蘭
芝
と
い
う
夫
婦
が
あ

っ
た
｡
仲
卿
の
母
は
蘭
芝
を

嫌
い
､
仲
卿
に
蘭
芝
を
離
縁
し
て
別
の
女
性
を
要
れ
と
迫
る
｡
伸
卿

は
そ
の
勢
い
に
押
さ
れ
､
蘭
芝
に
し
ば
ら
-
貴
家
に
飾

っ
て
-
れ
る

よ
う
に
､
後
日
迎
え
に
行
-
か
ら
､
と
言
う
｡
蘭
芝
は

一
度
出
れ
ば

庚
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
答
え
､
仲
卿
と
心
が
わ
-
し
な
い
こ

と
を
誓
い
合

っ
て
'
身
じ
た
-
を
整
え
貴
家
に
締
る
｡
ま
も
な
-
蘭

芝
に
結
婚
話
が
釆
は
じ
め
る
｡
麟
令
の
息
子
は
断
る
こ
と
が
で
き
た

が
､
郡
の
太
守
の
息
子
と
の
縁
談
は
､
貴
家
の
兄
の
脅
迫
で
受
け
ざ

る
を
得
な
-
な
る
｡
婚
薩
の
前
日
､
仲
卿
が
こ
れ
を
聞
い
て
駆
け
つ

け
る
｡
二
人
は
互
い
の
愛
情
を
確
か
め
あ

っ
て
別
れ
､
約
束
ど
お
-
'

蘭
芝
は
池
に
身
を
投
じ
､
そ
れ
を
聞
い
た
仲
卿
も
庭
の
樹
で
首
を
吊
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第
五
十
放

っ
て
死
ぬ
｡

二
人
は
合
葬
さ
れ
､
墓
の
両
側
に
植
え
ら
れ
た
樹
は
枝

葉
を
交
わ
し
'
そ
こ
に
筆
の
駕
蔦
が
住
ん
で
鳴
き
か
わ
し
た
と
い
う
｡

詩
中
で
は
'
仲
卿
は
す
べ
て
｢府
吏
｣
と
'
蘭
芝
は
三
箇
所
で

｢蘭

芝
｣
と
呼
ば
れ
る
は
か
は
す
べ
て

｢新
婦
｣
｢阿
女
｣
と
呼
ば
れ
て
い

る
｡
焦
仲
卿
の
名
と
劉
蘭
芝
の
姓
は
'
題
名
と
次
の
序
に
よ
っ
て
知

ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

漢
末
の
建
安
年
間
､
庭
江
府
の
下
端
役
人

(小
吏
)
焦
仲
卿
の

妻
劉
氏
は
'
仲
卿
の
母
に
よ
っ
て
家
を
追
わ
れ
､
他

へ
は
嫁
ぐ
ま

い
と
誓
い
を
立
て
た
と
こ
ろ
が
家
人
に
再
嫁
を
強
い
ら
れ
､
投
水

し
て
死
ん
だ
｡
仲
卿
も
こ
れ
を
聞
い
て
庭
の
樹
で
首
を
吊

っ
た
｡

②

昔
時
の
人
々
は
こ
れ
を
憐
れ
ん
で
次
の
よ
う
な
詩
を
作

っ
た
｡

こ
の
序
に
よ
れ
ば
､
｢孔
雀
東
南
飛
｣
は
責
際
に
起
こ
っ
た
事
件

を
題
材
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
､
こ
の
物
語
-
請

の
筋
立
て
-

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
物
語
り
に
な
ら
な
-
て
は
い
け
な

か
っ
た
の
か
I

に
つ
い
て
は
'
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
問
わ
れ
る
こ

と
が
な
か
っ
た
｡
筋
は
動
か
し
が
た
い
事
章
と
し
て
､
む
し
ろ
そ
の

先
の
表
現
法
や
詩
中
の
人
物
の
是
非
に
議
論
が
集
中
し
て
き
た
と
い

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
｡
し
か
し
､
こ
れ
に
よ
っ
て
見
落
と
さ
れ
て
き
た

こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
｡
と
は
い
え
､
こ
こ
で
焦
仲
卿
と
劉
蘭

芝
の
心
中
が
事
章
と
し
て
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
不
毛
な
議
論
を
展

開
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
｡
｢孔
雀
東
南
飛
｣
の
物
語
-
の
成

-
立
ち
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
取
捨
選
揮
'
潤
色
改
華
を
行
い

つ
つ
こ
の
歌
を
作
-
俸
え
た
人
々
の
像
が
多
少
と
も
見
え
て
こ
な
い

か
を
試
み
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
､
ま
ず
前
牛
で
は
､
七

夕
停
承
と
の
共
通
性
に
着
目
し
て
こ
の
物
語
-
の
特
徴
を
明
ら
か
に

し
て
み
た
い
と
思
う
｡

二

｢孔
雀
東
南
飛
｣
と
七
夕
停
東
と
の
類
似
に
言
及
し
た
も
の
は
､

管
見
の
及
ぶ
限
-
､
な
い
｡
こ
の
物
語
-
を
序
に
よ
っ
て
事
案
と
み

る
た
め
に
こ
れ
に
思
い
至
ら
な
い
か
､
よ
し
ん
ば
思
い
至
っ
て
も
と

る
に
足
-
ぬ
こ
と
と
し
て
片
づ
け
て
し
ま
う
た
め
で
あ
ろ
う
か
｡
た

し
か
に
､
夫
婦
が
第
三
者
の
力
で
引
き
裂
か
れ
る
話
は
､
い
つ
の
時

代
､
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
も
み
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
｡
し
か
し
､
両

者
の
類
似
に
は
検
討
の
償
値
が
あ
-
そ
う
で
あ
る
｡

七
夕
俸
承
､
こ
と
に
今
問
題
と
な
る
後
漢
か
ら
南
北
朝
期
の
七
夕
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③

停
承
に
つ
い
て
は
､
小
南

l
郎
教
授
に

1
つ
の
集
大
成
的
業
績

が

あ

-
､
筆
者
の
七
夕
理
解
は
こ
れ
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
｡
今
､
｢孔

雀
東
南
飛
｣
と
封
照
す
る
た
め
に
､
後
漢
末
ま
で
の
七
夕
俸
承
の
あ

-
さ
ま
を
ご
-
大
ざ

っ
ば
に
ま
と
め
れ
ば
､
古
詩
十
九
首
の

｢遥
遠

④

牽
牛
星

｣

の

一
首
か
ら
､
こ
の
こ
ろ
す
で
に
天
の
河
に
隔
て
ら
れ
て

悲
し
む
織
女
と
牽
牛
の
物
語
-
が
あ
-
､
ま
た
崖
是
の
『
四
民
月
令
』

⑤

の
記
事

か

ら
'
二
人
が
七
月
七
日
に
交
合
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
｡
ま
た
､
小
南
教
授
は
､
董
像
石
な
ど
の
固
象
資
料

か
ら
'
従
来
比
較
的
新
し
い
時
代
に
な

っ
て
か
ら
と
さ
れ
て
き
た
西

王
母
と
七
夕
俸
承
の
結
び
つ
き
が
､
後
漠
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
う
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
れ
た
｡
ま
た
､
織
女
の
重
要
な
展
性
と
し
て
､

｢道
道
牽
牛
星
｣
に

｢終
日
章
を
成
さ
ず
｣
と
い
う
よ
う
に
機
織
-
が

順
調
に
い
か
ぬ
の
を
嘆
-
こ
と
を
挙
げ
て
お
か
な
-
て
は
な
ら
な
い
｡

｢孔
雀
東
南
飛
｣
で
仲
卿
の
母
は
､
蘭
芝
が
嫁
と
し
て
ふ
さ
わ
し

A

-
な

い
理
由
を
､

｢此
の
婦
蔭
節
無
-
､

挙
動
は
自

ず
か
ら
に
専
ら

よ

に
由
る
｣
'
つ
ま
-
気
儀
で
あ
る

か
ら
､

と
し
て
い
る
｡

し
か
し
､

そ
の
前
の

蘭
芝
の
述
懐
で
は
､

｢鶏
が
鳴
け
ば
機
に
入
-
て
織
-
､

こと
さ
ら

夜
夜
息
う
を
得
ず
｡
三
日
に
五
匹
を
断

つ
も
､
大
人
は

故

に
遅
き

｢孔
雀
東
南
飛
｣
の
背
景

(松
家
)

つと

を
嫌
う
O
織
る
こ
と
の
遅
き
が
箆
に
非
ず
'
君
が
家
は
婦
は
篤
め
難

し
｣
と
､
機
織
-
の
遅
さ
を
責
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な

っ
て
い
る
｡

こ
れ
も
､
あ
-
が
ち
な
こ
と
と
し
て
片
づ
け
る
こ
と
も
可
能
か
も
し

れ
な
い
が
､
織
女
と
の
共
通
鮎
と
し
て
こ
こ
で
は
注
目
す
る
｡

さ
て
､
仲
卿
は
下
端
役
人
で
あ

っ
て
､
牽
牛
的
性
格
を
ま

っ
た
-

も
た
ぬ
よ
う
に
み
え
る
が
､
そ
れ
で
も
何
ら
か
の
も
の
を
と
ど
め
て

い
る
よ
う
に
思
う
O
仲
卿
が
登
場
す
る
の
は
t
H
母
か
ら
離
縁
を
迫

ら
れ
る
場
面
､

0蘭
芝
に
貴
家
に
断
る
よ
う
に
言
う
場
面
､
臼
蘭
芝

を
迭
-
出
す
場
面
､
輯
再
嫁
の
知
ら
せ
に
蘭
芝
の
も
と
に
駆
け
つ
け

る
場
面
､
国
母
に
別
れ
を
告
げ
綻
死
す
る
場
面
t
で
あ
る
o
こ
の
う

ち
仲
卿
は
二
度
馬
に
乗

っ
て
現
わ
れ
､
こ
と
に
的
で
は
馬
は
重
要
な

位
置
を
占
め
て
い
る
｡

府
吏
聞
此
襲

府
吏

此
の
愛
を
聞
き

いと
ま

困
求
償
暫
帝

国
-
て
候
も
て
暫
ら
-
師
る
を
求
む

未
至
二
三
里

未
だ
至
ら
ざ
る
こ
と
二
三
里

催
蔵
馬
悲
哀

催
蔵

馬
は
悲
哀
す

新
婦
識
鳥
聾

新
婦

馬
の
聾
を
識
-

ふ

蹄
履
相
逢
迎

履
を
蹄
み
て
相
い
逢
い
迎
う
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憤
然
造
相
望

知
是
故
人
来

車
手
相
馬
鞍

嵯
嘆
使
心
傷

第
五
十
筋

憤
然
と
し
て
遥
か
に
相
い
望
め
ば

知
る
是
れ
故
人
の
来
た
れ
る
を

たた

手
を
挙
げ
て
馬
の
鞍
を
拍
き

嵯
嘆
し
て
心
を
し
て
傷
ま
し
む

馬
は
悲
し
さ
に
い
な
な
き
､
蘭
芝
は
こ
れ
に
よ
っ
て
夫
の
来
訪
を

知
る
｡
そ
し
て
馬
の
鞍
を
打

っ
て
己
れ
の
悲
し
み
を
表
わ
す
｡
そ
れ

は
ま
る
で
､
馬
が
仲
卿
そ
の
も
の
で
あ
る
か
の
ご
と
-
で
あ
る
O
農

耕
文
化
の
中
で
､
こ
と
に
水
神
と
の
か
か
わ
-
の
中
で
､
牛
と
馬
が

同
じ
機
能
を
持

つ
も
の
で
あ
-
､
交
替
が
可
能
で
あ

っ
た
こ
と
は
､

⑥

石
田
英

一
郎
が
つ
と
に

『
河
童
拘
引
考

』

で
詳
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ

る
｡
み
ぎ
わ
の
牛
で
あ
る
牽
牛
は
犠
牲

(
い
け
に
え
)
で
あ
る
と
も

い
わ
れ
､
仲
卿
の
淵
源
に
牽
牛
的
な
も
の
を
み
よ
う
と
す
る
の
は
'

そ
れ
ほ
ど
無
謀
な
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
｡

常
時
､
心
中
が

一
般
に
ど
の
よ
-
な
形
で
行
わ
れ
た
の
か
は
詳
か

に
し
な
い
が
､
梁
山
伯
と
硯
英
墓
や
華
山
親
の
物
語
-
の
よ
う
に
墓

や
棺
が
開
い
て
相
手
を
呑
み
こ
む
な
ど
､
さ
ま
ざ
ま
な
最
期
が
考
え

ら
れ
る
中
で
､
仲
卿
と
蘭
芝
の
最
期
が
綻
死
と
入
水
で
あ

っ
た
こ
と

は
､
そ
-
な
る
必
然
性
が
や
は
-
あ

っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
｡
水

に
か
か
わ
る
蘭
芝
の
最
期
が
､
水
神
信
仰
と
何
ら
か
の
か
た
ち
で
か

か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
が
な
い
｡

一
方
の
仲
卿
で

あ
る
が
､
も
し
仲
卿
が
水
神
と
し
て
の
牛

･
馬
に
つ
な
が
る
と
い
-

さ
き
の
推
定
が
正
し
い
と
す
れ
ば
､
樹
に
つ
な
が

っ
て
死
ん
だ
の
は
､

古
来
樹
精
と
牛
と
の
関
係
が
深
か
っ
た
こ
と
の
反
映
と
も
考
え
ら
れ

る
｡

こ
れ
も
､
石
田
英

一
郎
が
'

『捜
紳
記
』
以
下
の
中
国
の
古
典

⑦

を
も
引
き
つ
つ
説
-
と
こ
ろ

で
､
樹
精
は
た
め
に
し
ば
し
ば
牛
の
姿

を
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
｡

さ
て
'

｢孔
雀
東
南
飛
｣
に
お
い
て
､

こ
の
詩
世
界
を
動
か
す
最

大
の
原
動
力
に
な

っ
て
い
る
人
物
は
仲
卿
の
母
で
あ
る
｡
そ
れ
は
ほ

と
ん
ど
紹
封
的
な
力
を
も

っ
て
二
人
の
運
命
を
動
か
す
｡
そ
こ
で
､

ど
う
し
て
も
西
王
母
の
こ
と
を
思
い
出
さ
ぬ
わ
け
に
は
い
か
な
い
｡

嫁
と
姑
の
仲
が
う
ま
-
い
か
な
い
こ
と
は
世
に
珍
し
い
こ
と
で
は
な

-
､
蘭
芝
を
家
か
ら
追
い
出
す
に
あ
た
っ
て
､
夫
仲
卿
の
母
が
最
も

強
い
力
を
揮

っ
た
こ
と
も
怪
し
む
に
足
-
ぬ
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か

し
､
蘭
芝
に
再
嫁
を
強
要
す
る
兄
以
外
に
､
二
人
を
引
き
裂
-
人
物

と
し
て
他
に
考
え
-
る
､
た
と
え
ば
二
人
の
父
親
な
ど
が
登
場
し
な

い
中
､
仲
卿
の
母
の
存
在
は
格
別
に
重

い
｡
仲
卿
の
母
は
､
詩
中
で
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は
す
べ
て

｢阿
母
｣
で
呼
ば
れ
て
い
る
｡
こ
れ
も
普
然
と
い
え
ば
普

然
で
あ
る
が
､
ま
た

一
般
に

｢阿
母
｣
の
み
で
西
王
母
を
表
わ
す
こ

と
も
あ
る
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
｡
詩
中
で
は
､
さ
ら
に
蘭
芝
の
母
も

｢阿
母
｣
で
呼
ば
れ
て
い
る
｡
蘭
芝
の
母
は
､
儒
令
の
息
子
か
ら
の

縁
談
を
断
わ
る
な
ど
､
む
し
ろ
慈
母
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
､
混

乱
の
危
険
1

こ
と
に
口
承
文
塾
で
は
そ
-
で
あ
ろ
う
-

を
冒
し

て
同
じ
呼
稀
を
用
い
て
い
る
の
は
､
蘭
芝
が
西
王
母
の
娘
と
し
て
の

痕
跡
を
幾
分
な
-
と
も
と
ど
め
て
い
る
た
め
か
､
と
も
考
え
ら
れ
る
｡

ま
た
､
仲
卿
の
母
が
物
語
り
が
展
開
し
て
も
ほ
と
ん
ど
動
-
こ
と

が
な
い
の
も
特
徴
的
で
あ
る
｡
仲
卿
と
蘭
芝
は
､
焦
家
と
劉
家
と
の

問
を
そ
れ
ぞ
れ
馬
と
車
に
よ
っ
て
移
動
す
る
が
､
こ
れ
と
対
照
的
に

伸
卿
の
母
は
終
始
焦
家
の

｢堂

(表
の
間
)
｣
に
お
-
､
し
か
も
､
い

つ
も
同
じ
方
向
を
向
い
て
坐
し
て
い
る
よ
う
に
読
み
と
ら
れ
る
｡
こ

れ
に
向
か
っ
て
仲
卿
や
蘭
芝
が
言
を
護
す
る
前
に
は
､
必
ず

｢堂
上

に
て
阿
母
に
啓
す
｣
や

｢堂
に
上
-
て
阿
母
を
拝
す
｣
と
い
っ
た
言

い
ま
わ
し
が
置
か
れ
る
｡
作
中
人
物
の
セ
リ
フ
が
多
-
の
部
分
を
占

め
､
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
前
に
'
｢新
婦
は
府
更
に
謂
う
｣
や

｢阿
女

は
阿
母
に
謂
う
｣
と
い
っ
た
こ
と
わ
-
が
必
ず
入
る
の
が
､
｢孔
雀

｢孔
雀
東
南
飛
｣
の
背
景

(松
家
)

東
南
飛
｣
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
が
'
そ
の
中
に
あ
っ
て
も
'
仲
卿

の
母
に
封
す
る
こ
の
よ
う
な
扱
い
は
､
特
別
な
も
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
｢孔
雀
東
南
飛
｣
の
三
人
の
主
要
人
物
の
設
定
と

大
筋
に
は

､

七
夕
俸
承
と
の
共
通
鮎
を
少
な
か
ら
ず
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
｡
こ
れ
は
'
単
な
る
偶
然
の
一
致
で
は
な
い
｡
し
か
し
､
か

と
言

っ
て

｢孔
雀
東
南
飛
｣
が
七
夕
俸
承
を
も
と
に
し
て
作
ら
れ
た

と
言

っ
て
も
誤
り
と
な
ろ
-
｡

お
そ
ら
-
'

｢孔
雀
東
南
飛
｣
を
生

み
育
て
た
土
壌
が
､
七
夕
俸
承
を
生
み
育
て
､
ま
た
俸
え
た
土
壌
と

何
ら
か
の
か
た
ち
で
重
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
｡
よ
-
臭
腺
的
に
は
､

｢孔
雀
東
南
飛
｣
を
作
-
､
停
え
た
人
々
が
､
七
夕
俸
承
に
似
た
物

語
-
の
骨
組
み
を
作
出
す
る
よ
う
な
鋳
型
を
持

っ
て
い
た
､
と
言
っ

て
も
よ
い
｡
そ
こ
で
後
半
は
､
こ
う
し
た
人
々
が
ど
の
よ
う
な
人
々

で
あ
っ
た
の
か
を
'
地
理
的
側
面
か
ら
み
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
｡

三

｢孔
雀
東
南
飛
｣
の
序
の
中
の

｢底
江
府
｣
と
い
う
場
所
に
つ
い

て
は
'
従
来
あ
ま
-
多
-
の
注
意
が
沸
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
｡
地
理

を
め
ぐ
る
議
論
は
､
む
し
ろ
詩
の
最
後
の
部
分
に
出
る
､
二
人
の
合
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葬
地

｢華
山
の
傍
｣
が
焦
鮎
で
あ

っ
て
､
底
江
府
は
そ
れ
と
の
関
わ

-
の
中
で
解
れ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
｡
底
江
府
と
い
う
こ
と
を

は
じ
め
て
正
面
か
ら
と
-
上
げ
た
論
文
は
､
孫
望

｢『孔
雀
東
南
飛
』

⑧

の
地
理
的
背
景
よ
-

『
孔
雀
東
南
飛
』
を
論
ず

｣

で
あ
ろ
う
｡
窺
念

な
が
ら
､
孫
望
氏
の
議
論
は

｢孔
雀
東
南
飛
｣
の
讃
み
解
き
に
有
数

に
つ
な
が
っ
た
と
は
言
い
が
た
い
が
､
底
江
府
に
着
目
し
た
意
義
は

大
き
い
｡
以
下
､
こ
れ
に
も
依
-
つ
つ
'
底
江
府
で
あ
る
こ
と
の
意

味
を
考
え
て
み
よ
-
0

後
漢
時
代
の
底
江
郡
は
､
現
在
の
安
徽
省
の
漁
河
と
長
江
に
は
さ

ま
れ
た
地
域
だ
と
､
大
ざ
っ
ば
に
は
言

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
｡
そ
の
治

所
は
､
孫
望
氏
に
よ
れ
ば
野
師

(現
桐
城
蘇
)
で
あ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
､

院
麻

(現
常
山
噺
)
に
あ
る
こ
と
も
あ

っ
た
.
こ
の
度
江
郡
の
地
理
的

特
徴
の
一
つ
に
､
西
の
江
夏
郡
と
の
境
に
､
大
き
な
大
別
山
脈
を
有

す
る
こ
と
が
あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
こ
に
は
重
要
な
蛋
山
'
天
柱
山
が

あ

っ
た
｡

『
漢
書
』
地
理
志
に
も
､
｢
(底
江
郡
)
蘭
騒
､
南
に
天
柱

山
有
-
､
両
有
-
｣
と
い
う
｡
こ
の
天
柱
山
に
つ
い
て
も
､
小
南
教

⑨

授
が
既
に
検
討
を
加
え
て
お
ら
れ
る

の
で
､
こ
れ
を
も
参
照
し
っ
つ

考
え
て
い
も

こ
の
天
柱
山
は
､
常
山
'
あ
る
い
は
ま
た
蕃
山
と
も

呼
ば
れ
､
五
線
の
う
ち
の
南
寂
と
さ
れ
た
こ
と
も
あ

っ
た
o
『史
記
』

封
辞
書
に

｢そ
の
明
年

〔元
封
五
年
〕
冬
､
武
帝
は
南
都
に
行
幸
し
､

江
陵
ま
で
行

っ
た
と
こ
ろ
で
東
に
向
か
い
､
潤
の
天
柱
山
に
登
っ
て

⑲

お
ま
つ
-
を
し
て
､
こ
れ
を
南
岳
と
し
た
｣
と
い
う
｡
武
帝
が
天
柱

山
を
南
東
と
し
た
に
つ
い
て
は
､

『
爾
雅
』
郭
嘆
江

(左
博
昭
公
四
年

正
義
所
引
)
に
､
｢零
山
は
現
在
の
底
江
の
潤
願
に
あ

っ
て
､

潤水
は

こ
こ
を
源
と
す
る
｡
別
名
を
天
柱
山
と
い
う
｡
漢
の
武
帝
は
､
衡

山

が
遠
す
ぎ
る
の
で
､
そ
の
紳
さ
ま
を
こ
こ
に
移
し
た
の
で
あ
る
｡
今

⑪

で
も
普
地
の
人
々
は
天
柱
山
の
こ
と
を
南
敦
と
呼
ん
で
い
る

｣

と
い

､
つ

D南
款
に
つ
い
て
は
古
-
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
議
論
が
あ
る
が
､
こ
こ

で
は
深
-
は
立
ち
入
ら
ず
､
た
だ
こ
の
天
柱
山
が
信
仰
の
山
と
し
て

の
性
格
の
色
濃
い
山
で
あ

っ
た
こ
と
と
､
漢
の
武
帝
が
こ
れ
と
か
か

わ
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
-
0

漢
の
武
帝
が
こ
の
山
を
南
寂
と
し
た
の
は
､
こ
の
山
に
そ
れ
以
前

か
ら
軍
山
と
し
て
の
性
格
が
あ
っ
た
か
ら
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
｡

中
園
の
山
教
信
仰
の
代
表
は
言
う
ま
で
も
な
-
泰
山
で
あ
る
o
泰
山

は
死
ん
だ
人
々
が
集
ま
-
､
こ
の
世
な
ら
ぬ
世
界

へ
行
-
た
め
の
嬢

26



鮎
と
し
て
最
も
贋
-
知
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
が
､
し
か
し
､
泰
山

だ
け
が
こ
う
し
た
役
割
を
揖

っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
-
､
各
地
方
に

は
こ
う
し
た
大
小
の
山
･tr
が
多
-
あ

っ
た
は
ず
で
､
こ
の
天
柱
山
も

そ
の
中
の

一
つ
で
あ

っ
た
ろ
-
｡
呼
稀
の
み
か
ら
性
格
を
推
し
測
る

の
は
､
そ
の
由
来
が
判
明
し
な
い
限
-
､
確
資
な
方
法
と
は
い
い
が

た
い
も
の
の
､
天
柱
山
と
い
う
名
前
は
､
そ
う
し
た
こ
と
を
-
か
が

わ
せ
る
に
十
分
で
あ
る
｡
天
柱
と
は
ど
の
よ
-
な
も
の
か
｡
東
方
朔

『
紳
異
経
』

(『水
陸
注
』
奄
一
河
水
所
引
)
に
､

天
柱
の

一
つ
の
説
明

が
あ
る
｡

崖
嶺
に
鋼
柱
が
あ
る
｡
そ
の
て
っ
ぺ
ん
は
天
上
に
入
-
こ
ん
で

い
る
､
い
わ
ゆ
る
天
柱
で
あ
る
｡
周
囲
は
三
千
里
､
創

っ
た
よ
う

に
囲
-
な

っ
て
い
て
､
下
に
回
星

(～
)
が
あ
-
､
仙
人
た
ち
の

九
つ
の
役
所
が
お
か
れ
て
い
る
｡
銅
柱
の
上
に
は
大
き
な
鳥
が
お

-
､
名
を
希
有
と
い
う
｡
南
に
向
き
'
左
の
巽
を
伸
ば
し
て
東
王

公
を
覆
い
､
右
の
巽
を
伸
ば
し
て
西
王
母
を
覆

っ
て
い
る
｡
背
中

に
少
し
羽
毛
の
無
い
と
こ
ろ
が
あ
-
'
そ
の
部
分
は

一
幕
九
千
里

の
磨
き
で
あ
る
｡
西
王
母
は
年
に

一
度
巽
の
上
に
登
-
､
東
王
公

⑫

の
も
と

へ
行
-

0

｢孔
雀
東
南
飛
｣
の
背
景

(松
家
)

天
柱
と
は
､
つ
ま
-
世
界
の
中
心
に
位
置
し
て
､
こ
の
世
と
こ
の

世
な
ら
ざ
る
世
界
と
を
つ
な
ぐ
､

宇
宙
の
樹
の
こ
と
で
あ
る
｡
『

水

経
注
』
に
は
､
こ
の
潤
の
も
の
以
外
に
､
蘭
漠
の
南

(巻
四
十
漸
江
水
)

と
杜
陽
鯨

(巻
十
九
洞
水
)
に
天
柱
山
の
名
が
み
え
'
地
域
的
な
室
山

の
名
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
｡

天
柱
山
が
､
南
東
と
さ
れ
た
こ
と
は
あ

っ
て
も
'
そ
こ
で
の
信
仰

が
国
家

レ
ベ
ル
の
整

っ
た
も
の
に
限
ら
れ
ず
'
民
衆
信
仰
的
な
も
の

を
多
分
に
含
ん
で
い
た
こ
と
は
､
次
の

『後
漢
書
』
馬
援
侍
の
記
事

を
引
い
て
小
南
教
授
も
述
べ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

雀
の
人
維
把
が
い
つ
わ

っ
て
自
ら
神
と
稀
し
､
弟
子
数
百
人
を

集
め
て
い
た
が
､
罪
に
よ
-
訣
せ
ら
れ
た
｡
こ
の
後
弟
子
の
李
腐

ら
が
､
維
把
は
神
と
な

っ
た
の
で
あ

っ
て
死
ん
で
は
い
な
い
と
ふ

れ
回
-
､
人
々
を
た
ぶ
ら
か
し
た
｡
〔光
武
帝
の
建
武
〕
十
七
年
､

徒
薫
を
集
め
､
喋
の
ま
ち
を
攻
め
滅
ぼ
し
､
暁
侯
の
劉
閲
を
殺
し

て
'
自
ら

｢南
岳
大
師
｣
と
解
し
た
｡
謁
者
の
張
宗
に
兵
数
千
人

を
率
い
て
こ
れ
を
討
た
せ
た
が
､
李
贋
の
も
と
に
ま
た
も
敗
れ
た
｡

そ
こ
で
馬
接
に
命
じ
､
諸
郡
の
兵
計

一
高
鉄
人
を
あ
わ
せ
て
攻
め

⑬

さ
せ
た
と
こ
ろ
､
李
贋
ら
を
破
-
､
そ
の
首
を
切

っ
た

O
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後
漠
の
初
め
こ
ろ
に
､

天
柱
山
を
中
心
と
す
る
か
な
-
強
力
な
民

衆
信
仰
が
あ
-
'
こ
れ
が
塵
江
郡
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
｡

後
漢
か
ら
三
園

･
晋
に
か
け
て
の
天
柱
山
信
仰
の
詳
し
い
状
況
は

知
-
得
な
い
が
'
そ
こ
が
異
界
と
つ
な
が
っ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
､

民
衆
信
仰
の
板
接
地
で
も
あ

っ
た
こ
と
か
ら
､
こ
こ
に
盛

(
シ
ャ
ー

マ
ン
)
的
な
人
々
が
集
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
の
は
､
そ
う
む

ず
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
｡

『捜
紳
記
』
に
は
､

底
江

の
人
と
し
て
左
慈

(巻
一
)
と
韓
友

(撃
二
)
の
二
人
が
出
る
｡
二
人
が

い
ず
れ
も
超
能
力
を
持
ち
､
占
術
に
た
け
る
と
さ
れ
る
の
も
､
天
柱

山
と
か
か
わ
-
が
あ
る
の
だ
ろ
う
｡
｢孔
雀
東
南
飛
｣
に
か
か
わ
る

時
代
の
垂
あ
る
い
は
躯
俗

(
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
)
に
つ
い
て
は
､
既

⑭

に
宮
川
備
志

｢六
朝
時
代
の
盤
俗
｣
が
あ
-

､

ま
た
林
富
士

『
漢
代

⑬

の
垂
者

』

と
い
う
書
も
ま
と
め
ら
れ
て
い
て
､
こ
れ
ら
を
参
照
す
る

こ
と
が
で
き
る
｡

わ
た
し
は
､
底
江
府
と
は

｢孔
雀
東
南
飛
｣
を
生
み
育
て
､
俸
え

た
人
々
の
出
身
地
で
あ
-
､
そ
の
人
々
と
は
天
柱
山
信
仰
に
か
か
わ

-
の
探
か
っ
た
シ
ャ
ー
マ
ン
た
ち
の
後
顧
の
聾
能
者
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
る
｡

｢孔
雀
東
南
飛
｣
の
特
徴
の
一
つ
は
､
先
に
も
述
べ
た

1
人
稀
に

よ
る
語
-
が
多
-
を
占
め
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
は
言
い
か
え
れ
ば
'

死
ん
で
し
ま
っ
た
蘭
芝
や
仲
卿
が
､
生
者
で
あ
る
歌
い
手
の
ロ
を
借

-
て
自
ら
の
心
情
を
語
る
か
た
ち
で
あ
る
と
も
言
え
る
｡
こ
れ
が
た

だ
ち
に
死
者
の
口
寄
せ
に
結
び
つ
-
と
い
-
の
で
は
な
い
が
､
考
え

あ
わ
せ
て
も
よ
い
｡

｢孔
雀
東
南
飛
｣
が
全
篇
五
言
句
で
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
は
､
口
頭
で
停
え
ら
れ
て
い
た
と
き
か
ら

『
王
墓
新
詠
』
に
記
録

さ
れ
る
ま
で
'
い
ず
れ
の
段
階
で
こ
の
よ
う
な
形
に
な
っ
た
も
の
か

今
の
と
こ
ろ
わ
か
ら
な
い
｡
た
だ
そ
の
措
辞
に
み
ら
れ
る
非
文
人
的

特
徴

(散
漫
､
観
音
な
ど
)
か
ら
､
こ
の
長
篇
が
､
民
間
俸
承
に
基

づ
い
て

一
か
ら
文
人
が
作

っ
た
も
の
で
あ
る
と
も
考
え
に
-
い
｡
と

す
れ
ば
､

｢孔
雀
東
南
飛
｣
は
､
も
と
も
と
際
限
な
-
繰
-
返
さ
れ

る
単
調
な
リ
ズ
ム
に
乗
せ
て
語
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
｡
こ
れ

⑯

は
､
ま
た
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
特
徴
の
1
つ
で
も
あ
る

.

｢孔
雀
東
南
飛
｣
の
一
第
が
､

｢孔
雀
東
南
に
飛
び
'

五
里
に

1

た
び
排
御
す
｣
と
い
う
そ
れ
以
下
の
詩
の
内
容
と
関
連
の
な
い
二
句
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か
ら
は
じ
ま
る
こ
と
に
つ
い
て
は
､
艶
に
多
-
の
人
々
が
議
論
を
し

て
き
た
｡
そ
し
て
､

一
般
に
は
こ
れ
は
夫
婦
の
別
離
を
表
す

｢輿
｣

で
あ
る
と
す
る
説
が
鹿
-
行
わ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
､
楽
府

･
相
和

歌
の

｢髭
歌
何
嘗
行
｣
の
古
軒
が
､
同
じ
-
夫
婦
の
別
れ
を
主
題
と

つが
い

す
な
わ

し
っ
つ
､

｢飛
び
乗
た
る

嬰

の

自
鶴
､
乃

ち

西
北
よ
-
乗
た
る
｣
に

は
じ
ま
-
､

｢
五
里
に
一
た
び
反
厳
し
､

六
里
に

一
た
び
俳
御
す
｣

の
二
句
を
含
む
こ
と
に
基
づ
-
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
誤
ま
-
と
は
貢

え
な
い
が
､
さ
ら
に
説
明
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
｡
鳥
は

し
ば
し
ば
雲
や
神
が
姿
を
襲
え
た
も
の
と
さ
れ
'
こ
と
に
そ
の
飛
来

⑰

に
つ
い
て
方
向
が
明
示
さ
れ
る
場
合
に
注
意
を
要
す
る

｡

口
承
の
蛮

能
か
ら
生
ま
れ
た
物
語
-
や
歌
謡
に
は
､
そ
れ
ら
が
文
字
化
さ
れ
て

か
ら
も
､
冒
頭
や
末
尾
に
は
特
に
､
口
承
さ
れ
て
い
た
時
の
名
残
-

が
型
と
し
て
か
な
-
後
ま
で
洩
る
こ
と
が
あ
-
､
ま
た
そ
こ
か
ら
停

承
者
の
姿
が
垣
間
見
え
る
こ
と
が
あ
る
が
､
こ
こ
も
そ
れ
に
普
た
ろ

う
｡
即
ち
'
シ
ャ
ー
マ
ン
た
ち
が
呼
び
寄
せ
た
塞
が
鳥
と
な
っ
て
ゆ

っ
-
-
と
や
っ
て
き
た
､
そ
の
痕
跡
と
考
え
ら
れ
る
｡

焦
仲
卿
が
小
吏
と
さ
れ
る
の
も
､
｢孔
雀
東
南
飛
｣
と
シ
ャ
ー
マ

ン
の
関
係
を
示
唆
す
る
も
の
で
､
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
小
南
教
授

｢孔
雀
東
南
飛
｣
の
背
景

(松
家
)

⑳

に
指
摘
が
あ
る
O
こ
れ
は
､
貌
晋
南
北
朝
の
志
怪
小
説
に
登
場
す
る

シ
ャ
ー
マ
ン
的
な
人
物
が
下
級
役
人
と
さ
れ
る
例
が
多
い
こ
と
か
ら
､

同
じ
-
下
級
役
人
を
主
人
公
と
す
る

｢孔
雀
東
南
飛
｣
に
目
を
向
け

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
は
､
下
級
役
人
の
牛
官
半
民
的
な
性

格
が
､
民
間
俸
承
と
官
吏
の
世
界
を
つ
な
ぐ
役
割
を
果
た
し
た
と
さ

れ
て
い
る
が
､
重
税
と
下
級
役
人
の
つ
な
が
-
に
つ
い
て
は
､
埼
淵

⑳

龍
夫

｢漢
代
に
お
け
る
快
と
丞
｣
で
も
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る

｡

そ

こ
で
は
'
土
地
の
顔
役
暦
が
重
税
と
結
び
つ
き
や
す
か
っ
た
こ
と
､

そ
し
て
､
下
級
役
人
暦
が
こ
う
し
た
暦
と
重
な
-
合

っ
て
い
た
こ
と

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡

四

｢孔
雀
東
南
飛
｣
の
特
徴
の
第

一
が
､
寓
真
性

･
現
資
性

･
合
理

性
に
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡
そ
の
物
語
-
は
す
こ
ぶ
る
地
上
的

で
あ
-
､
む
し
ろ
非
現
資
的
な
要
素
を
意
識
的
に
排
除
し
た
か
に
見

え
る
｡
序
で
も
､
わ
ざ
わ
ざ
現
資
に
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
断

っ

て
い
る
｡
し
か
し
､
前
牛
で
み
た
よ
-
に
そ
の
物
語
-
の
背
後
に
は

天
上
の
所
々
の
物
語
-
が
見
え
隠
れ
し
､
ま
た
後
牛
に
み
た
よ
う
に
､
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珊

そ
れ
を
語
-
俸
え
た
人
々
を
さ
か
の
ぼ
れ
ば
､
異
界
と
こ
の
世
を
つ

な
ぐ
シ
ャ
ー
マ
ン
に
行
き
つ
-
可
能
性
が
高

い
の
で
あ
る
｡

序
に
い
う
建
安
年
間
の
塩
江
郡
は

『
三
国
志
』
の
幾

つ
か
の
記
事

か
ら
も
､
た
び
た
び
の
戦
乱
に
よ

っ
て
か
な
-
荒
贋
し
て
い
た
こ
と

⑲

が
-
か
が
わ
れ
る

｡

｢
孔
雀
東
南
飛
｣
が
ま
さ
に
そ
-
し
た
時
代

の

物
語
-
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
､
こ
れ
を
俸
え
た
人

々
に
と

っ
て
建

安
が
長
-
記
憶
さ
れ
る
べ
き
大
き
な
韓
折
鮎
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
す

と
も
考
え
ら
れ
る
｡
後
漢
の
末
に
こ
う
し
た
人

々
は
大
き
な
襲
化
を

飴
儀
な
-
ざ
れ
､

そ
の
襲
化
が
結
果
と
し
て
ひ
ど
-

こ
の
世
的
な

｢
孔
雀
東
南
飛
｣
に
つ
な
が

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

｢孔
雀
東
南
飛
｣
の
現
寛
性
の
重
み
は
､
そ
の
背
後

の
聖
な
る
世

界
と
考
え
あ
わ
せ
て
は
じ
め
て
把
撞
し
う
る
も

の
で
あ
-
､

｢孔
雀

東
南
飛
｣
を
語
-
俸
え
た
人

々
の
悲
し
み
は
､
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
落

差
の
中
に
あ

っ
た
の
だ
と
ー
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
｡

注
①

｢
孔
雀
東
南
飛
｣
の
表
現
法
の
民
間
歌
謡
的
な
特
徴
に
つ
い
て
'
以

前
少
し
論
じ
た
,J
と
が
あ
る
｡
松
家
｢『階
上
桑
』
を
め
ぐ
っ
て
｣
(『中

間
文
筆
報
｣
第
三
九
筋
'

一
九
八
八
年
十
月
)
参
照
｡

②

漠
末
建
安
中
'
塵
江
府
小
吏
焦
仲
卿
妻
劉
氏
'
馬
仲
卿
母
所
通
'
自

警
不
嫁
'
其
家
逼
之
へ
乃
捜
水
而
死
o
仲
卿
聞
之
'
亦
自
塩
於
庭
樹
0

時
傷
之
馬
詩
云
ホ
o

③

小
南

1.
郎
｢
西
王
母
と
七
夕
俸
承
｣
(『東
方
軍
報

(京
都
)』
第
四
六

肪
'

一
九
七
四
年
｡
の
ち
小
南

丁
郎

『
中
開
の
神
話
と
物
語
-
』
岩
波

書
店
t

l
九
八
四
年
所
収
)O
ま
た
'
小
南

T
郎

『
西
王
母
と
七
夕
俸

東
』
平
凡
社
､

1
九
九

一
年
o

④

道
道
牽
牛
星
'
敏
唆
河
漢
女
'
機
械
擢
素
手
'
札
札
弄
棟
梓
'
終
日

不
成
章
'
泣
沸
零
如
雨
'
河
漢
清
且
浅
'
相
去
復
幾
許
'
盈
盈
一
水
間
'

陳
腺
不
得
語
O

⑨

七
月
七
日
'
曝
経
書
'
設
酒
隅
時
果
'
散
香
紛
於
進
上
'
所
講
於
河

鼓
織
女
｡
言
此
二
両
常
食
O
守
夜
老
成
懐
私
願

(『重
文
類
衆
』
巻
四

歳
暗
中
所
引
)｡

⑨

石
田
英

一
郎

『
河
童
的
引
考

(新
版
)』
(岩
波
文
庫
､
T
九
九
四
年
)

第
二
章

牛
と
水
神
｡

⑦

同
前
｡

④

孫
望

｢従

『
孔
雀
東
南
飛
』
的
地
理
背
景
談
『孔
雀
東
南
飛
』｣
(
『楽

府
詩
研
究
論
文
集
』
作
家
出
版
社
'

一
九
五
七
年
所
収
)0

⑨

小
南

一
郎

｢『漠
武
帝
内
俸
』
の
成
立
｣
(『東
方
軍
報

(京
都
)』
第

四
入
射

･
五
三
筋
'

1
九
七
五
･
一
九
八
1
年
O
の
ち
小
南

一
郎

『
中

国
の
神
話
と
物
語
-
』
前
掲
所
収
)｡

⑲

其
明
年
冬
'
上
巡
南
郡
'
至
江
陵
而
東
｡
登
膿
満
之
天
柱
山
'
択
EI

南
岳
｡
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㊥

雪
山
'
今
度
江
満
除
'
満
水
出
蔦
｡
別
名
天
柱
山
｡
漠
武
帝
以
衡
山

遼
嘱
故
移
其
紳
於
此
｡
今
其
土
俗
人
皆
呼
之
為
南
汝
｡

㊥

崖
嶺
有
鋼
柱
蔦
'
其
高
入
天
'
所
謂
天
柱
也
｡
囲
三
千
里
'
囲
周
如

別
o
下
有
回
崖
'
仙
人
九
府
治
o
上
有
大
鳥
へ
名
目
希
有
'
南
向
'
張

左
翼
覆
東
王
公
'
右
翼
覆
西
王
母
'
背
上
小
虚
無
羽
'

1
寓
九
千
里
'

西
王
母
歳
登
巽
上
'
之
東
王
公
也
｡

⑭

初
'
巻
人
維
氾
'
訣
言
稀
紳
'
有
弟
子
数
百
人
'
坐
伏
謙
｡
後
其
弟

子
李
贋
等
宣
言
氾
神
化
不
死
'
以
誰
惑
百
姓
｡
十
七
年
'
逐
共
乗
合
徒

業
'
攻
没
暁
城
'
殺
暁
侯
劉
閲
'
自
稀
南
岳
大
師
｡
遭
論
者
張
宗
将
兵

数
千
人
討
之
'
復
馬
鹿
所
敗
｡
於
是
便
援
童
話
郡
兵
'
合
寓
験
人
'
撃

破
鹿
等
'
斬
之
｡

⑭

宮
川
筒
志

｢
六
朝
時
代
の
丞
俗
｣
(『
史
林
』
第
四
四
巷
第
二
狽
'

l

九
六
一
年
三
月
所
収
)0

⑯

林
富
士

『
漢
代
的
盛
者
』
楢
郷
出
版
社
'
台
北
'

一
九
八
八
年
o

⑯

た
と
え
ば
'
恐
山
の
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
が
そ
う
で
あ
る
｡

㊥

松
家

｢拝
情
的
五
言
詩
の
成
立
に
つ
い
て
｣
(『
中
国
文
学
報
』
第
四

二
筋
'

一
九
九
〇
年
十
月
)
参
照
｡

㊥

小
南

一
郎

｢
『湊

武
帝
内
俸
』
の
成
立
｣
前
掲
｡

⑭

槍
淵
龍
夫
｢藻
代
に
お
け
る
益
と
侠
｣
(『中
国
古
代
の
社
合
と
国
家
』

弘
文
堂
'

1
九
六
〇
年
所
収
)0

⑳

孫
望
前
掲
論
文

参
照
｡
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