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1
放

書

評

程
章
燦

『
魂
晋
南
北
朝
賦
史
』

江
蘇
古
籍
出
版
社

丁
九
九
二
年
二
月

四
三
四
真

申
国
文
学
史
に
於
て

｢辞
賦
｣
と
い
う
文
鮭
は
如
何
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
の
か
｡
そ
も
そ
も

｢辞
賦
｣
と
は
如
何
な
る
文
鮭
で
あ
る
の

か
｡
こ
こ
十
数
年
乗
､
質
的
に
も
量
的
に
も
そ
の
裾
野
を
擁
大
し
っ

つ
あ
る
辞
賦
研
究
で
あ
る
が
､
そ
こ
に
は
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
が

共
通
し
て
働
い
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡

し
か
し
､
こ
の

一
見
基
礎
的
で
シ
ン
プ
ル
な
問
題
の
解
明
は
､
そ

う
容
易
で
は
な
い
.
最
も
難
関
と
な
っ
て
い
る
こ
と
の

1
端
を
挙
げ

る
な
ら
ば
､

そ
れ
は
こ
の
文
鮭
が
､

紛
う
か
た
な
き
韻
文
で
あ
る

｢詩
｣
と
各
種
各
様
の

｢文
｣
と
の
中
間
的
要
素
を
持
つ
も
の
で
あ

る
が
故
の
､
境
界
の
暖
昧
さ
､
で
あ
る
O
見
方
を
換
え
れ
ば
､
辞
賦

に
つ
い
て
の
検
討
に
は
常
に

｢詩
｣
や

｢文
｣
と
の
相
関

へ
の
配
慮

の
下
に
於
て
な
さ
れ
る
べ
き
素
地
が
あ
る
の
で
あ
-
､
そ
の
配
慮
が

十
分
行
き
届
い
た
鮮
賦
史
研
究
に
は
､
そ
れ
を
遺
し
て
文
筆
史
の
拓

圏
を
講
み
と
る
こ
と
さ
え
可
能
で
あ
る
に
違
い
な
い
｡
だ
か
ら
こ
そ
､

め
ざ
ま
し
い
輯
饗
を
示
す

｢詩
｣

｢文
｣
の
問
で
､
鮮
賦
自
腹
は
如

何
な
る
展
開
を
逐
げ
た
の
か
､
そ
の
よ
う
な
周
縁
を
絶
え
ず
顧
慮
し

つ
つ
一
第

一
第
そ
れ
自
腹
が
重
厚
な
鮮
賦
を
解
讃
し
て
い
-
作
業
は
､

や
は
-
容
易
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
本
書
は
そ
の
困
難
を

冒
し
て
､
鮮
賦
史
上
の
最
も
充
賓
し
た
時
期
に
於
け
る
流
愛
の
輪
郭

を
骨
太
-
な
ぞ
っ
て
示
す
よ
う
な

1
書
と
な
っ
て
い
る
｡

ま
ず
'
著
者
の
程
章
燦
氏
に
つ
い
て
o

l
九
六
三
年
福
建
省
生
ま

れ
､
北
京
大
学
歴
史
系
を

一
九
八
三
年
に
卒
業
後
､
南
京
大
学
中
文

系
に
進
み
､
程
千
帆
教
授

･
周
励
初
教
授
の
指
導
の
下
､

一
九
八
九

年
､
博
士
学
位
論
文

｢貌
晋
南
北
朝
賦
史
｣
を
提
出
｡
こ
れ
が
本
書

の
母
鰻
と
も
な
っ
て
い
る
｡
現
在
､
南
京
大
学
古
典
文
献
研
究
所
副

教
授
､
少
壮
の
研
究
者
で
あ
る
｡

本
書
の
構
成
は
､
全
部
で
八
草
と
附
録
二
第
か
ら
成
-
､
巻
頭
に

博
耽
環
氏
の
序
文
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
o
各
章
の
標
題
を
ざ
っ
と
追

っ
て
見
る
だ
け
で
も
'
著
者
に
於
け
る

｢貌
背
南
北
朝
賦
史
｣
の
捉
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え
方
は
或
る
程
度
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡
目
次
は
次
の
通
-
｡

第

一
章

第

一
節

第
二
節

第
三
節

第
二
章

第
一

節

第
二
節

第
三
節

第
四
節

第
三
章

第

一
節

第
二
節

第
三
節

第
四
章

第

一
節

第
二
節

第
三
節

書

｢緒
論
｣

｢中
国
文
学
中
的
石
楠
花
｣

｢詩
人
之
賦
興
鮮
人
之
賦
｣

｢欲
説
反
動

‥
在
力
的
平
行
四
連
形
中
｣

｢建
安
賦
｣

｢韓
機

‥
建
安
賦
創
作
繁
栄
之
因
縁
｣

｢新
姿
‥

建
安
賦
創
作
繁
栄
之
現
象
｣

｢斑
欄
的
情
感
世
界
｣

｢形
式
興
隆
裁
｣

｢貌
晋
之
際
賦
｣

｢建
安
飴
波
及
其
流
停
｣

｢
理
性
智
慧
的
聾
音
｣

｢僚
斜
天
平
的
這

一
端

‥
呉
萄
賦
｣

｢雨
音
賦

㈹
｣

｢表
現
空
間
的
拓
展
｣

｢舞
垂
韓
到
南
方
｣

｢優
息
的
縮
影
｣

許

第
五
章

第

7
節

第
二
節

第
三
節

第
六
章

第

一
節

第
二
節

第
三
節

第
七
章

第

一
節

第
二
節

第
三
節

第
八
章

第

一
節

第
二
節

第
三
節

｢雨
音
験

的
｣

｢
理
論
批
評
蟹
峰
井
噂
｣

｢語
言

･
形
式

･
結
構
｣

｢《
三
都
賦
》
‥
轄
辞
大
賦
最
後
的
輝
塩
｣

｢南
朝
賦

3｣

｢賦
的
貴
族
化
傾
向
｣

｢賦
的
唯
美
化
追
求
｣

｢賦
的
詩
化
趨
勢
｣

｢南
朝
賦

㈹
｣

｢南
朝
賦
的
側
面
観
察
｣

｢南
朝
賦
論

H
L

｢南
朝
賦
論

⇔‥
劉
銀
的
賦
論
｣

｢北
朝
賦
｣

｢概
説
｣

｢北
朝
賦

･二
二
個
兎
角
｣

｢入
北
南
人
賦
作

‥
合
二
而

一
｣
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第
二
章
以
下
ど
の
朝
代
の
項
目
で
も
共
通
す
る
こ
と
だ
が
､
著
者
は

朝
代
ご
と
に
､
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
情
況
､
す
な
わ
ち
政
治

･
社
合
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l
析

情
況
と
い
っ
た
外
因
と
の
相
関
に
於
て
詩
文
と
-
わ
け
辞
賦
の
特
徴

的
傾
向
を
'
各
章
の
前
半
部
分
で

(二
章
に
亙
る
場
合
は
主
に
上
章
で
)

述
べ
る
｡
そ
し
て
後
半
は
､
そ
れ
ら
を
通
時
的
な
観
鮎
か
ら
両
津
辞

賦
確
立
以
来
の
諸
特
徴
の
襲
選
と
し
て
迩
づ
け
'
或
い
は
よ
-
的
を

絞

っ
た
文
鰻
的
問
題

･
文
鰻
の
境
界
に
関
わ
る
問
題
な
ど
の
検
討
に

紙
幅
を
費
や
す
｡
し
か
も
､
具
膿
的
な
数
量
的
資
料
に
つ
い
て
は
防

塵
で
､
程
氏
自
ら
作
成
し
た
と
魔
し
き
詳
細
な
附
表
を
添
え
て
､
数

量
が
質
に
及
ぼ
す
襲
化
の
立
謹

･
説
明
を
怠
ら
な
い
o
こ
の
附
表
の

豊
富
さ
は
本
書
の

一
つ
の
特
長
で
あ

っ
て
､
単
に
讃
者
説
得
の
上
で

の
教
用
だ
け
で
は
な
-
､
著
者
に
よ
っ
て
啓
蔓
さ
れ
た
問
題
に
讃
者

が
取
-
組
む
に
潜

っ
て
は
､
有
数
な
足
が
か
-
に
も
で
き
る
だ
ろ
う
｡

ま
た
､
論
述
の
手
順
と
し
て
､
著
者
は
全
般
に
亙

っ
て
､
ま
ず
徒

前
の
研
究
成
果
に
幅
虞
-
目
を
通
し
､
そ
の
中
か
ら
自
ら
論
鮎
と
す

べ
き
ポ
イ
ン
ト
を
幾

つ
か
整
理
把
握
し
た
上
で
､
具
睦
的
な
貌
晋
南

北
朝
賦
作
品
群
の
分
析
に
即
し
て
そ
-
し
た
諸
問
題
の
所
在
を
確
認

し
検
討
し
て
い
-
､
と
い
う
形
を
採

っ
て
い
る
｡
そ
の
姿
勢
は
､
本

書
の

｢鉄
管
南
北
朝
賦
史
｣
と
い
う
､
対
象
時
期
の
絞
-
こ
み
方
に

既
に
表
れ
て
い
る
､
と
言

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
｡
第

一
に
'
先
秦
か
ら

清
末
に
至
る
約
三
千
年
の
通
史
を
め
ざ
し
た
場
合
そ
の
作
業
に
件
-

利
弊
を
判
断
し
､
鮮
賦
史
上
の
最
も
重
要
な
時
期
に
限
定
し
た
鮎
｡

第
二
に
､
時
間
的
に
は
連
績
す
る
両
漠

･
貌
晋
南
北
朝
の
両
時
期
を

1
緒
-
た
に
扱
わ
ず
､
敢
え
て
魂
晋
南
北
朝
に
の
み
的
を
絞

っ
た
鮎
o

そ
の
意
圏
に
つ
い
て
直
接
の
説
明
は
な
い
が
､
第

一
章

｢緒
論
｣
が

ま
る
ご
と
説
明
代
わ
-
に
な
-
そ
う
で
あ
る
｡
中
で
も
第
四
節

｢結

束
語
｣
に
於
け
る
歴
代
辞
賦
研
究
の
概
括
が
､
最
も
わ
か
-
や
す
い
｡

程
氏
に
撮
れ
ば
､
ま
ず
近
年
の
計
賦
研
究
の
活
況
の
中
で
､

一
九
八

七
年
の
馬
標
高

『賦
史
』
(上
海
古
籍
出
版
社
)
の
出
版
が

一
つ
の
大

き
な
節
目
と
な
る
｡

『賦
史
』
は
､

そ
れ
こ
そ
ず
ば
-
先
秦
か
ら
清

末
ま
で
を
覆
う
辞
賦
通
史
で
あ
-
､
現
在
は
ぼ
唯

T
の
辞
賦
通
史
で

も
あ
る
｡
辞
賦
研
究
の
上
に
も
た
ら
し
た
益
は
測
-
知
れ
な
い
｡
し

か
し
､
同
書
が
通
史
た
ら
ん
こ
と
を
め
ざ
し
た
た
め
に
､
具
鮭
的
な

作
品
個
々
へ
の
分
析
が
十
分
に
は
示
さ
れ
ず
に
終
わ
っ
た
敏
鮎
に
つ

い
て
も
程
氏
は
指
摘
し
､
氏
自
身
そ
の
反
省
に
立
っ
て
､
単
な
る
概

観
で
は
な
い
､
よ
-
濃
や
か
な
作
品
分
析
に
も
と
づ
い
た
鮮
賦
史
を

め
ざ
し
た
､
と
い
う
次
第
0

1
万
ま
た
漢
魂
晋
南
北
朝
を
封
象
と
し

た
研
究
を
見
渡
せ
ば
､

そ
の
蓄
積
自
髄
は
少
な
-
な
い
｡

陶
秋
英
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『
漢
賦
研
究
』
(
T
九
八
六
年
･
新
江
古
籍
出
版
社
)､

襲
克
昌

『
湊
賦

研
究
』
(
一
九
八
四
年
･
山
東
文
蛮
出
版
社
)
か
ら
大
陸
以
外
の
地
域
で

の
成
果
ま
で
､
質
量
と
も
に
豊
富
で
あ
る
｡
し
か
し
､
両
津
辞
賦
か

ら
辿
-
始
め
た
場
合
､

｢辞
賦
と
は
そ
も
そ
も
如
何
な
る
文
鰻
な
の

か
｣
と
い
う
起
源
に
つ
い
て
の
考
察
を
抜
き
に
入
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
し
､
そ
の
考
察
自
慢
が
相
菅
に
複
雑
で
重
要
な
､
辞
賦
研
究
上

の
難
題
で
さ
え
あ
る
｡
こ
れ
ら
先
行
文
献
の
中
に
も
そ
の
苦
労
は
窺

わ
れ
る
｡
勿
論
､
辞
賦
の
起
源
と
成
立
過
程
に
封
す
る
程
氏
な
-
の

所
見
を
放
棄
し
た
わ
け
で
は
な
い
(後
述
す
る
よ
う
に
第
一
章
が
そ
の
謹

操
で
あ
る
)
も
の
の
､

本
書
で
は
そ
の
問
題
に
正
面
か
ら
取
-
組
む

作
業
を
敢
え
て
差
し
控
え
､
或
る
程
度
ス
タ
イ
ル
を
確
立
し
て
以
降

の
辞
賊
を
専
ら
に
検
討
す
る
方
針
を
採

っ
て
い
る
｡
そ
し
て
評
者
の

見
る
と
こ
ろ
､
そ
こ
に
は
､
詩
の
成
長
と
文
の
精
錬
と
の
ほ
ざ
ま
で
､

辞
賦
は
そ
れ
ら
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
持
ち
つ
つ
辞
賦
自
腹
と
し
て

は
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
の
か
､
と
い
う
目
配
-
が
常
に
根
底
に
働

い
て
い
る
の
で
あ
る
｡
と
も
か
-
､
こ
う
し
て
貌
育
南
北
朝
に
の
み

的
を
絞

っ
た
こ
と
は
､
鮮
賦
研
究
と
し
て
非
常
に
意
義
あ
る
選
揮
で

あ
る
と
思
う
｡
な
お
､
程
氏
が
こ
こ
で

｢魂
晋
南
北
朝
｣
と
す
る
の

書

評

は
､
後
漠
末
建
安
年
間
か
ら
惰
末
ま
で
､
西
暦
で
は

一
九
六
年
～
六

一
九
年
に
普
る
｡

以
下
に
､
各
朝
代
に
於
け
る
酔
賦
の
動
向
の
特
長
に
関
連
し
て
､

辞
賦
史
上
の
諸
問
題
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
う
扱
わ
れ
て
い
る
か
､
幾
つ
か

見
て
い
き
た
い
｡

ま
ず
､
第

一
章

｢緒
論
｣
に
於
け
る
両
津
辞
賦
史
に
つ
い
て
の
程

氏
な
-
の
概
括
は
､
何
よ
-
も
そ
れ
が

｢観
音
南
北
朝
賦
の
十
分
な

研
究
を
行
う
た
め
不
可
敏
の
前
提
｣
(二
貢
)
と
い
う
意
圏
を
以
っ
て

行
わ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
､
観
音
南
北
朝
賦
の

｢先
聾
｣
と
し
て
漠

賦
を
潮
-
見
れ
ば
そ
こ
に
何
が
見
出
せ
る
の
か
､
と
い
う
親
鮎
と
も

言
え
よ
う
｡
こ
こ
で
は
､
漢
賦
に
つ
い
て
の
概
観
を
兼
ね
た
辞
賦
研

究
史
に
つ
い
て
の
絶
括
と
言
え
そ
う
な
ほ
ど
､
虞
汎
に
亙
る
先
行
文

献
が
頻
繁
に
引
用
参
考
さ
れ
て
い
る
0

1
々
例
畢
す
る
飴
裕
は
な
い

が
､
目
立
つ
傾
向
と
し
て
､
程
千
帆

･
周
励
初
両
教
授
､
同
窓
で
あ

-
同
僚
で
あ
る
許
結
氏

(『漢
代
文
革
思
想
史
』
一
九
九
〇
年
､
の
著
者
)

等
の
説
を
順
皆
に
承
け
る

一
方
､
先
に
紹
介
し
た
通
-
､
良
-
も
悪

-
も
本
書
執
筆
に
と
っ
て
教
訓
的
存
在
で
あ
る
居
着
高
氏
と
そ
の
直
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五
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一
筋

接
の
弟
子
で
あ
る
菓
幼
明
氏
(『鮮
賦
通
論
』
一
九
九
1
年
'
の
著
者
)
の

説
は
反
省
材
料
と
し
て
フ
ル
に
活
用
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
内
容
は
､

鮮
賦
の
起
源
と
確
立
の
過
程

･
背
景
に
つ
い
て
の
ま
と
め

(第
1
節
)､

建
安
以
前
の
南
漢
に
於
け
る
蔚
賦
史
展
開
の
展
望
(第
二
節
･
第
三
節
)

か
ら
成
る
｡
あ
-
ま
で
も
簡
潔
な
こ
れ
ら
概
括
の
-
ち
に
も
､
鮮
賦

及
び
文
学
に
封
す
る
著
者
の
柔
軟
な
史
的
考
察
の
姿
勢
が
窺
わ
れ
て

面
白
い
が
､
差
し
普

っ
て
両
漢
辞
賦
の
展
開
中

｢漢
賦
二
鰻
｣
を
め

ぐ
る
論
述
部
分
が
､
本
書
全
般
を
見
通
す
た
め
に
は
有
数
と
思
わ
れ

る
の
で
'
そ
れ
を
予
め
押
さ
え
て
お
-
こ
と
に
し
よ
う
｡

漠
賦
を
､
そ
の
起
源
の
別
に
癒
じ
て
戦
国
諸
子
の
妨
論
の
要
素
を

汲
む
大
賦
と
､
楚
辞
系
の
押
情
寓
志
賦
と
い
う
二
通
-
に
分
類
す
る

の
は
､
今
や
辞
賦
研
究
上

一
般
に
定
着
し
て
い
る
こ
と
だ
が
､
程
氏

は
こ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ

｢醇
辞
大
賦
｣
｢行
情
小
賦
｣
と
呼
ん
で
､
軒
賦

分
薪
の
た
め
の
枠
組
と
し
て

一
鷹
襲
用
し
た
上
で
､
司
馬
相
如

｢子

鹿
上
林
賦
｣
班
固

｢南
都
賦
｣
等
に
於
け
る
駐
辞
的
要
素
の
退
化
と

表
現
の
多
様
化
を
以
っ
て

｢大
賦
的
崎
型
的
顎
展
｣
(
一
七
頁
)
と
し
､

一
方
､
貿
誼

｢鵬
鳥
賦
｣
か
ら
司
馬
相
如

｢長
門
賦
｣
劉
款

｢逐
初

賦
｣
ま
で
野
情
賦
の
萌
芽
と
し
て
注
目
さ
れ
る
作
品
群
に
於
け
る
楚

静
的
拝
惰
性
の
希
薄
化
を
以
っ
て

｢賦
醍
寓
志
拝
借
俸
統
的
淡
化
｣

(
一
九
頁
)
と
し
､
そ
れ
ぞ
れ
枠
組
と
し
て
の

｢二
鮭
｣
で
は
割
-
切

れ
な
い
展
開
で
あ
る
こ
と
を
説
明
｡
そ
し
て
こ
の
鮎
に
こ
そ
観
音
南

北
朝
期
に
於
て
関
心
を
引
-
種
々
の
辞
賦
傾
向
の

｢先
聾
｣
が
開
か

れ
て
い
る
こ
と
に
､
注
意
を
促
し
て
い
る
｡
賓
際
､
鉄
管
南
北
朝
を

通
じ
て
の

｢漢
賦
二
鰻
｣
の
分
立
か
ら
合
流

へ
の
過
程
が
､
轄
新
大

賦

･
押
情
小
賦
そ
れ
ぞ
れ
に
於
け
る
襲
化
の
事
情
に
よ
る
こ
と
は
､

第
二
章
以
降
の
朝
代
を
追
っ
て
の
検
討
の
上
で
も
追
い
追
い
説
明
さ

れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
が
､
こ
の
一
段
は
ま
さ
に
そ
の
｢緒
論
｣

に
嘗
る
の
で
あ
る
｡
さ
て
'
こ
う
し
て
本
書
の
重
鮎
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ

ン
ト
と
し
て
逐
次
追
跡
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｢
二
髄
｣
が
t
と
-
わ
け

大
規
模
に
検
討
さ
れ
る
の
は
､
両
晋
賦
の
展
開
の
中
に
於
て
で
あ
る
｡

｢漠
賦
二
鮭
｣
の
一
つ
騎
鮮
大
賦
系
賦
が
､
左
思

｢三
部
賦
｣
を

代
表
例
と
し
て
､
雨
音
に
於
て
両
漠
以
来
の
空
前
の
盛
況
を
見
せ
､

し
か
も
以
後
ほ
と
ん
ど
作
ら
れ
な
-
な
っ
た
こ
と
は
､
周
知
の
通
-

で
あ
-
､
こ
の
大
賦
系
賦
の
消
息
を
は
じ
め

｢湊
賦
二
鰻
｣
流
聾
の

一
つ
の
節
目
を
な
す
雨
音
賦
を
解
明
す
る
の
は
､
軒
賦
史
研
究
上
の

大
き
な
課
題
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
｡
程
氏
は
､
雨
音
に
於
け
る
こ
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の
問
題
に
つ
い
て
､

｢三
都
蹴
｣
な
ど
大
賦
系
賦
を
軸
と
し
て
多
角

的
な
考
察
を
､
第
五
章
第
二

･
三
節
に
於
て
示
し
て
お
-
､
啓
召
さ

れ
る
鮎
が
少
な
-
な
い
｡
要
鮎
は
ほ
ぼ
三
つ
で
あ
る
｡

一
､
｢漠
賦
二
醍
｣
を
め
ぐ
る
親
鮎
か
ら
見
た
両
音
大
賦
の
動
向

(
一
七
九
頁
～
)

二
､
京
殿
苑
猟
系
大
賦
衰
退
の
背
景
三
種
(
1
九
〇
頁
～
)

三
､
酔
賦
創
作
に
封
す
る
賦
家
の
自
覚
の
顕
在
化

(
一
八
一
頁
～
)

ど
の
問
題
に
つ
い
て
も
､
前
半
部
分
で
詳
論
さ
れ
て
い
る
政
治

･
証

合
情
況
か
ら
の
密
接
な
影
響
面
を
前
提
と
し
て
の
考
察
で
あ
る
こ
と

は
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
｡
上
述
の
通
-
､

｢漢
賦
二
鮭
｣
の
流

聾
を
そ
れ
ぞ
れ
の
型
内
部
に
生
じ
た
奨
化
に
よ
っ
て
迩
づ
け
よ
う
と

す
る
程
氏
は
'
雨
音
に
於
け
る
轄
新
大
賦
系
賦
の
資
際
を
次
の
よ
う

に
捉
え
る
｡
す
な
わ
ち
､
防
賦
大
賦
系
賦
は

｢
三
部
賦
｣
に
見
ら
れ

る
如
-
'
例
え
ば
首
都
の
封
域

･
沿
革

･
宮
殿

･
物
産

･
人
才
等
薙

多
な
題
材
に
つ
い
て
の
網
羅
的
描
寓
を
極
限
ま
で
損
大
し
詰
め
た
結

果
､
遂
に
は
題
材
ご
と
に
相
督
大
が
か
-
な
段
落
を
占
め
る
ま
で
に

な
っ
た
｡
他
方
､
大
賦
の
一
部
を
構
成
す
る
要
素
に
も
な
る
内
容
を

専
題
と
し
た
小
品
賦
の
存
在
が
樹
え
た
こ
と
に
注
目
し
て
､
程
氏
は

書

評

こ
れ
を
､
大
賦
の
部
品
ご
と
の
分
散
撃

止
化
-
鮭
物
小
賦

へ
の
接
近

融
合
､
の
現
象
と
考
え
る
｡
こ
れ
に
伴
い
絶
合
鰹
と
し
て
の
駐
鮮
大

賦
の
在
-
方
は
崩
れ
去
-
､
漢
魂
か
ら
こ
の
晋
に
至
っ
て
､
ま
ず
駐

新
大
賦
系
賦
の
側
に
於
て

｢漢
賦
二
鮭
｣
の
戟
然
た
る
枠
組
は
淘
汰

さ
れ
た
､
と
い
-
わ
け
で
あ
る
｡
因
み
に
､
騒
隆
行
情
小
賦
に
つ
い

て
は
､
雨
音
期
の
動
き
と
し
て
､

『楚
鮮
』
中
の
字
句
を
引
用
し
て

標
題
と
す
る
な
ど

｢改
創
新
題
｣
(
一
七
四
貢
)
が
始
ま
-
､
題
に
於

て
も
内
容
に
於
て
も
五
言
詩
と
の
近
似
を
強
め
た
こ
と
を
指
摘
､
こ

れ
に
本
づ
い
て
漢
魂
ま
で
の

『
楚
軒
』
奮
題
を
そ
の
ま
ま
襲
用
す
る

標
題
俸
銃
を
脱
し
､
い
よ
い
よ
五
言
詩

･
文
と
同
様
の

｢向
唯
美
化

傾
向
｣
に
合
流
し
た
､
と
見
る
｡
さ
ら
な
る
襲
化
の
述
は
'
南
朝
賦

に
於
て

｢介
干
詩
賦
之
問
的
騒
鮭
賦
｣
(
二
四
二
頁
)
と
し
て
検
討
さ

れ
て
い
る

(後
述
参
照
)｡

ま
た
二
は
､

一
と
密
接
に
関
連
し
た
問
題

で
も
あ
る
｡
程
氏
は
､
ま
ず

｢
三
部
賦
｣
を
例
に
と
っ
て
爾
漢
京
殿

大
賦
と
の
差
異
'
殊
に
餅
鮭
化
傾
向
を
指
摘
｡
そ
し
て
京
殿
大
賦
衰

退
に
つ
い
て
文
化
史
的
背
景

･
鮭
合
的
背
景

･
大
賦
自
鮭
の
性
格
､

の
三
鮎
か
ら
説
明
す
る
｡
す
な
わ
ち
､
大
賦
が
従
来

｢類
書
｣
の
代

替
的
効
用
を
備
え
て
い
た
こ
と
に
着
目
､
し
か
し
雨
音
以
降
の
類
書
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第
五
十

l
放

埼
加
と
い
う
襲
化
の
下
で
'

百
科
辞
書
的
な
大
賦
の
必
要
が
な
-
な

っ
た
｡
こ
れ
が
､
文
化
史
的
背
景
｡
ま
た
晋
を
最
後
に
､
都
城

･
宮

殿
な
ど
に
賛
美
を
壷
-
す
べ
き
は
ど
の
国
家
的
安
泰
を
喪
失
ー
京
殿

大
賦
製
作
の
た
め
の
基
本
的
契
機
が
失
わ
れ
た
､
こ
れ
が
社
食
的
背

景
｡
さ
ら
に
､

｢
三
部
賦
｣
が

｢十
年
構
思
｣
と
俸
え
ら
れ
る
は
ど

の
時
間
と
精
力
を
費
や
し
て
班
固

｢南
都
賦
｣
張
衡

｢
二
京
賦
｣
以

上
の
精
密
を
め
ざ
し
な
が
ら
も
､
路
に
疎
漏
を
免
れ
な
か
っ
た
こ
と

を
例
に
と
っ
て
､
構
想

･
規
模
に
於
て
常
に
前
作
を
上
回
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
騎
辞
大
賦
系
賦
自
腹
の
性
格
が
､
存
績
の
限
界
を
招
-

結
果
と
な
っ
た
､
こ
れ
が
鰭
鮮
大
賦
自
腹
に
備
わ
る
衰
退
の
原
因
､

と
す
る
｡
こ
の
過
-

｢
三
部
賦
｣
を
材
料
と
し
て
展
開
す
る
が
､
賦

の
内
容
の
具
鰹
的
分
析
に
操
る
結
論
と
言
う
よ
-
は
､
む
し
ろ

｢
三

部
賦
｣
を
め
ぐ
る
歴
代
賦
論

･
賦
話

･
研
究
史
の
集
成
と
交
通
整
理
､

と
い
っ
た
親
が
あ
る
｡

三

｢叙
述
結
構
｣
に
封
す
る
自
覚
と
重
税
の
傾
向
の
指
摘
は
'
｢三

部
賦
｣
及
び
播
岳

｢西
征
賦
｣
に
於
け
る
表
現
時
空
間
の
漬
大
の
分

析
に
本
づ
-
｡
特
に

｢西
征
賦
｣
の
文
学
的
慣
値
が
そ
の
蓋
期
的
な

｢叙
述
蕃
構
｣
に
典
か
る
こ
と
を
畢
げ
て
い
る

l
節

(
一
八
三
雲

は
､

簡
潔
に
し
て
要
領
を
押
さ
え
た
も
の
で
あ
る
.
他
に

｢叙
述
結
構
｣

に
封
す
る
育
代
賦
家
の
自
覚
と
重
税
の
一
環
と
し
て
､
雨
音
以
降
､

賦
序
の
正
文
か
ら
の
分
離
傾
向
､
帝
加
､
埼
量
､
多
目
的
化
､
の
四

鮎
に
着
目
し
て
い
る
が
､
同
時
に
､
軒
賦
以
外
の
詩
序
､
詞
序
な
ど

を
井
せ
て

1
つ
の
文
鰹
と
し
て
の

｢序
｣
の
特
性
と
い
う
こ
と
に
言

及
し
て
い
る
の
も
､
興
味
深
い
問
題
提
起
の
一
つ
と
言
え
よ
う
｡

こ
の
一
例
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
､
本
書
に
は
､
鮮
賦
史
上
で
注

現
さ
れ
る
事
項
の
多
-
に
つ
い
て
､
貌
晋
南
北
朝
の
う
ち
そ
れ
が
最

も
顕
在
化
し
た
時
期
に
振
-
営
て
て
検
討
す
る
方
針
が
窺
わ
れ
る
｡

例
え
ば
､
建
安
期
で
は
､
建
安
賦
の
楚
辞
的
俸
統
回
師
及
び
題
材
損

大
の
現
象
に
つ
い
て
､
次
の
魂
育
之
際
で
は
､
玄
学
流
行
の
賦
作
に

於
け
る
反
映
に
つ
い
て
､
そ
れ
ぞ
れ
最
も
重
鮎
的
に
論
じ
て
お
-
､

そ
し
て
雨
音
期
で
は
､
大
賦
の
展
開
を
中
心
と
し
た

｢漢
賦
二
鰻
｣

の
流
愛
に
つ
い
て
重
鮎
を
置
-
こ
と
既
に
見
て
き
た
通
-
で
あ
る
｡

そ
う
し
て
見
て
い
-
と
'
第
六

･
七
章

｢南
朝
賦
｣
で
言
及
さ
れ
る

事
項
は
特
に
多
様
で
､
鮮
賦
史
に
於
て
こ
の
時
期
が
荷
な
う
重
要
さ

を
改
め
て
認
識
さ
せ
ら
れ
る
｡
こ
ん
な
に
問
題
は
山
積
し
て
い
た
の

か
､
と
い
-
感
じ
で
あ
る
｡
こ
の
時
期
に
は
､
鮮
賦
そ
の
も
の
に
内
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在
す
る
問
題
よ
-
も
い
っ
そ
う
､
詩
を
主
と
す
る
周
縁
分
野
と
の
相

関
に
於
て
考
察
す
る
必
要
の
あ
る
諸
傾
向
が
清
々
現
れ
て
-
る
｡
程

氏
の
言
及
す
る
も
の
を
ざ
っ
と
挙
げ
れ
ば
､
以
下
の
通
-
｡

1
､
｢餅
賦
｣
の
登
場

(二
l
九
頁
～
)

二
､
鮮
賦
中
の
乱
射
に
代
わ
っ
て
定
着
し
た
系
詩
と
五
言
詩

･
七

言
詩
と
の
比
較

(
二
三
三
頁
～
)

三
､
｢詩
賦
合

一
の
軌
跡
｣
-
詩
賦
同
題
と
､
詩

･
賦
の
間
に
介
在

す
る
騒
鰹
の
賦

(二
四
二
頁
～
)

四
､
文
鰹
の
賦
化
と
賦
化
し
た
文
鰹

(二
五
九
頁
～
)

五
､
係
数
思
想
の
､
鮮
賦
に
於
け
る
反
映

(二
五
五
頁
～
)

六
､
賦
集
編
纂
と
賦
論
-
『文
選
』
･
『
文
心
離
龍
』
(二
六
三
頁
～
)

少
々
補
足
し
て
み
る
と
､

一
､
噺
優
鰹
と
い
う
､
極
度
に
技
巧
的
な
､

南
北
朝
期
文
学
を
象
徴
す
る
と
言
っ
て
も
よ
い
碍
特
の
リ
ズ
ム
と
軒

賦
の
結
び
つ
き
が
強
固
に
現
れ
､
二
､
鮮
賦
の
成
立
以
来
の
問
題
で

あ
る
詩
と
の
近
接
関
係
に
､
系
詩
の
存
在
が
新
た
な
側
面
を
も
た
ら

し
､
三
､
詩
と
軒
賦
と
が
同
じ
題
目
で
製
作
さ
れ
る
こ
と
が
増
え
る

な
ど
､
詩

･
賦
の
問
に
い
っ
そ
う
の
接
近
が
認
め
ら
れ
､
四
､
断
髄

賦
の
出
現
と
も
大
い
に
係
わ
る
が
詩
と
の
接
近
の
1
万
で
議
論
文
と

書

評

同
等
の
内
容
を
表
す
賦
も
曙
え
た
､
五
､
併
教
思
想
流
入
を
反
映
す

る
賦
が
出
現
､
そ
し
て
六
､
鮮
賦
史
の
蓄
積
を
反
映
す
る
現
象
と
し

て

｢賦
集
｣
が
編
ま
れ
る
よ
う
に
な
-
､
ま
た
虞
に
理
論
的
な

｢賦

論
｣
が
出
て
､
き
ち
ん
と
辞
賦
に
関
す
る
理
論
が
確
認
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
o
ど
れ
を
採

っ
て
も

一
つ
一
つ
が
軒
賦
史
上
の
ト
ピ
ッ
ク

で
あ
る
と
同
時
に
問
題
顎
現
で
も
あ
る
o

と
こ
ろ
で
､
こ
の
中
で
も
六
､
賦
論
の
問
題
は
､
劉
謀

『
文
心
稚

龍
』
に
よ
る
酢
賦
に
つ
い
て
の
理
論
的
撃
言
自
腹
は
､
確
か
に
南
朝

期
に
展
す
る
特
記
事
項
に
違
い
な
い
が
､
他
方
､
本
書
各
代
記
述
を

通
じ
て
鮭
繕
的
に
追
跡
さ
れ
て
き
て
い
る
教
少
な
い
-

そ
れ
だ
け

に
重
要
な
-

ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
で
も
あ
る
o
程
氏
の
所
謂

｢賦
論
｣

と
は
､
鮮
賦
に
つ
い
て
の
文
膿
論

･
創
作
論
と
し
て
の
理
論
で
あ
る
｡

し
か
し
､
蜜
際
本
書
の
中
で
は
南
朝
以
前
か
ら
､
言
わ
ば
鮮
賦
製
作

に
関
す
る
士
大
夫
の
自
覚
の
深
ま
-
を
窺
う
緒
と
し
て
､
朝
代
ご
と

に
賦
論
の
成
長
の
過
程
に
注
目
し
た
段
落
が
設
け
ら
れ
て
い
る
｡
例

え
ば
､
建
安
期
､
管
玉

｢輿
論
論
文
｣

曹
植

｢輿
楊
徳
私
書
｣
な
ど
の

軒
賦
に
絡
む
評
論
が
､
作
家
作
品
に
つ
い
て
の
評
論
と
い
う
形
に
終

始
す
る
限
界
を
認
め
た
上
で
､
そ
れ
を
批
評
及
び
賦
論
の
萌
芽
と
位
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置
づ
け
る
し
､

雨
音
期
に
於
て
は
､
賦
論
ら
し
い
賦
論
の
展
開
と
い

う
鮎
で
陸
機

･
播
岳
な
ど

｢鮭
物
劉
亮
｣
涯
と
､
左
思

･
皇
甫
諾

･

肇
虞
な
ど

｢訊
諌
徽
章
｣
涯
と
の
､
二
涯
分
立
状
況
と
し
て
捉
え
て

い
る
｡
そ
こ
で
陸
機
の

｢文
賦
｣
を

｢鮭
物
劉
亮
｣
涯
賦
論
の
根
接

と
し
て
中
心
的
に
扱
う
の
は
普
然
と
し
て
も
､
そ
れ
以
外
に
も
､
各

種
賦
の
本
文

･
序
な
ど
資
際
の
作
品
の
中
か
ら
も
多
-
の

〝
賦
論
〃

を
抽
出
し
て
考
察
に
組
込
ん
で
い
る
の
が
､
目
を
引
-
｡
出
来
合
い

の

｢賦
論
｣
に
あ
ぐ
ら
を
か
-
こ
と
な
-
､
さ
ら
に
多
様
な
本
文
解

講
の
中
に
材
料
を
求
め
れ
ば
､
有
用
な
資
料
は
決
し
て
乏
し
-
な
い

こ
と
を
､
教
え
ら
れ
る
.
こ
の
賦
諭
に
関
す
る
記
述
に
限
ら
ず
､
こ

の
よ
う
な
粘
-
強
い
姿
勢
は
本
書
の
中
で
随
虞
に
見
出
さ
れ
る
｡
こ

う
い
う
積
み
重
ね
が
で
き
る
の
は
､
史
的
考
察
の
書
ゆ
え
の
利
鮎
で

あ
ろ
う
0

さ
ら
に
､
北
朝
賦
史
に
つ
い
て
の
比
較
的
詳
細
な
記
述
も
､
本
書

の
特
長
の
一
つ
で
あ
る
｡
南
朝
重
税
に
偏
-
が
ち
な
従
来
の
魂
背
南

北
朝
文
学
史
の
態
度
を
改
め
る
動
き
が
､
い
つ
頃
か
ら
起
き
た
の
か

定
か
で
は
な
い
が
､
例
え
ば
曹
遺
衡

･
沈
王
威
編

『南
北
朝
文
学
史
』

(
1
九
九
1
年

･
人
民
文
学
出
版
社
)
で
は
北
朝
文
学
史
の
記
述
に
か
な

-
の
紙
幅
を
充
て
る
な
ど
､
北
朝
文
学
を
正
首
に
評
債
し
よ
う
と
の

意
識
が
現
在
損
大
し
っ
つ
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
-
､
本
書
も
そ
の

一
角
に
数
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
｡
北
朝
に
展
す
る
文
人
の
出
身
地

と
そ
の
賦
篇
､
掲
載
箇
所
､
存
供
な
ど
が
表
で

一
覧
で
き
る
の
は
有

-
難
い
｡
さ
ら
に
所
謂

｢
入
北
南
人
｣
庚
信
や
王
褒
ら
の
北
朝
期
に

於
け
る
活
動
は
､
元
来
注
目
さ
れ
て
い
る
事
柄
で
も
あ
る
が
､
程
氏

に
よ
る
彼
ら
の
在
北
期
移
韓
の
ル
ー

ト
と
作
品
群
の
一
覧
表
は
､
個

々
複
雑
な
そ
れ
ら
の
情
況
を

一
度
に
把
握
す
る
の
に
便
利
で
あ
る
｡

無
論
､
単
に
附
表
が
労
作
で
あ
る
ば
か
-
で
は
な
-
､
と
も
す
れ
ば

亡
国
悲
哀
の
運
命
を
強
調
し
そ
の
作
品
に
つ
い
て
も
情
緒
的
説
明
に

終
始
し
が
ち
な

｢入
北
南
人
｣
賦
に
つ
い
て
､
亡
国
の
歴
史
背
景
を

考
慮
に
入
れ
な
が
ら
も
､
他
の
朝
代
の
鮮
賦
分
析
に
用
い
た
と
同
様

の
､
創
作
論
的
現
鮎
か
ら
の
検
討
に
努
め
て
い
る
の
も
､
本
書
全
鮭

の
バ
ラ
ン
ス
に
適

っ
て
い
る
｡

最
後
に
､
束
に
な
っ
た
こ
と
を
少
々
記
し
た
い
｡

例
え
ば
'

｢賦

家
｣
と
い
う
呼
種
の
問
題
｡
こ
れ
は
､
翠
に
軒
賦
を
製
作
す
る
老
或

い
は
製
作
し
得
る
者
､
と
い
う
程
度
の
緩
い
含
意
し
か
持
た
な
い
稀
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で
､
そ
の
指
す
範
囲
は
ほ
ぼ
文
筆
を
執
る
者
､
士
大
夫
､
と
同
義
の

も
の
で
は
な
い
か
｡
賦
家
と
は
即
ち
士
大
夫
で
あ
-
詩
人
で
も
あ
る

ヽ
ヽ

ヽ

は
ず
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
本
書
で
､
時
に

｢繁
欽
是
建
安
賦
家
乗
詩

ヽ人
｣
(八
三
頁
)
と

｢賦
家
｣
｢詩
人
｣
を
あ
た
か
も
別
々
の
専
門
家
が

存
在
す
る
か
の
よ
う
に
列
畢
し
て
い
る
場
合
が
認
め
ら
れ
る
｡
文
の

勢
い
の
止
む
を
得
な
い
と
こ
ろ
で
は
あ
ろ
う
け
れ
ど
､
誤
解
を
招
き

や
す
い
｡
も
う

一
つ
あ
る
｡
本
書
を
謹
み
つ
つ

｢漢
賦
｣
に
的
を
絞

っ
た
辞
賦
史
と
し
て
､

一
九
八
九
年
に
出
た
寓
光
治

『
漠
賦
通
論
』

(巴
萄
書
証
)
の
こ
と
が
し
ば
し
ば
念
頭
に
浮
か
ん
だ
｡
辞
賦
の
形
成

過
程
と
両
漠
辞
賦
の
在
-
方
を
め
ぐ
っ
て
史
的
な
迩
づ
げ
を
行
っ
て

い
る
同
書
は
､
在
来
の
研
究
史

･
辞
賦
作
品
全
鮭

へ
の
目
配
-
の
し

か
た
な
ど
で
､
本
書
と
共
通
す
る
鮎
が
少
な
-
な
い
｡
時
期
的
に
見

て
､
程
氏
に
も
こ
の
著
作
の
開
講
は
可
能
で
あ
っ
た
は
ず
と
思
う
が
､

巻
末
の
引
用
参
考
書
目
に

一
切
見
普
ら
な
い
の
は
､
ど
う
し
て
だ
ろ

う
か
｡
疑
問
で
あ
る
｡

以
上
､
こ
の
一
書
で
は
､
貌
育
南
北
朝
期
の
辞
賦
の
流
撃
に
つ
い

て
従
来
の
研
究
史
を
渡

っ
て
そ
れ
ら
を
見
通
し
よ
-
整
理
す
る
と
と

書

評

も
に
､
今
後
重
鮎
的
に
槍
討
し
て
い
-
べ
き
辞
賦
史
上
の
諸
問
題
を

忌
博
な
-
明
瞭
に
提
示
さ
れ
て
い
る
O
も
し
､
文
学
史
に
対
し
て
､

企
喜
書

･
見
積
書
と
し
て
の

｢文
学
史
｣
と
で
も
言
う
べ
き
見
方
が

可
能
な
ら
､
本
書
は
そ
の
好
例
に
普
る
だ
ろ
う
0

1
般
に
､
論
文

･

著
作
と
そ
の
著
者
の
著
述
時
年
齢
と
の
関
係
を

一
々
取
-
立
て
て
も

大
し
て
意
味
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
､
本
書
に
は
少
壮
の
研
究
者

の
出
更
鮎
に
於
け
る
著
述
な
ら
で
は
の
､
構
想
な
-
見
通
し
な
-
が

忌
博
な
-
盛
-
込
ま
れ
て
い
て
'
さ
し
ず
め
そ
れ
は
企
葦
書

･
見
積

書
と
し
て
の

｢文
学
史
｣
と
で
も
呼
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
｡
小
文
で

は
､
程
氏
に
よ
る
辞
賦
史
展
望
を
紹
介
し
っ
つ
､
そ
こ
で
提
起
さ
れ

て
い
る
辞
賦
史
上
の
諸
問
題
を
些
か
拾
い
集
め
る
こ
と
を
心
が
け
た

つ
も
-
で
あ
る
が
､
原
書
の
気
迫
を
俸
え
る
に
遠
-
及
ば
な
い
評
者

の
未
熟
な
鮎
は
､
柾
げ
て
諒
と
さ
れ
た
い
｡

(京
都
大
学

原
田
直
枝
)
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