
書

評

佐
竹
保
子

『
西

晋

文

学

論

-
玄
撃
の
影
と
形
似
の
曙
-
』

青

山

剛

一
郎

京
都
大
学

本
書
の

『西
晋
文
学
論
』
と
い
う
題
を
初
め
て
見
て
'
播
岳

･
陸

機
の
こ
と
に
思
い
至
ら
な
い
人
は
少
な
い
に
違
い
な
い
｡
し
か
し
'

本
書
の
目
次
を
見
れ
ば
'
そ
の
思
い
は
鮮
や
か
に
裏
切
ら
れ
る
｡
本

書
は
六
章
か
ら
成
る
が
'
播
岳

･
陸
機
の
た
め
に
は

一
章
も
割
か
れ

て
い
な
い
｡
本
書
全
膿
を
通
し
て
見
て
も
そ
の
影
は
薄
い
｡
本
書
の

特
徴
は
こ
の
一
郎
に
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
｡

西
晋
の
文
学
に
封
す
る
研
究
は
'
近
年
と
み
に
増
加
し
て
い
る
｡

し
か
し
そ
の
封
象
は
'
陸
機
と
播
岳
の
詩
賦
､
そ
れ
も

『文
選
』
に

収
録
さ
れ
て
い
る
作
品
に
多
-
を
占
め
ら
れ
て
い
る
｡
二
人
は
確
か

書

評

に
西
晋
を
代
表
す
る
詩
人
で
あ
る
｡
そ
の
許
債
か
ら
見
れ
ば
'
そ
の

詩
文
に
よ
っ
て
西
晋
と
い
う
時
代
の
文
学
を
語
る
こ
と
も
あ
る
程
度

は
可
能
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
'
西
菅
は
さ
ま
ざ
ま
な
人
が
さ
ま
ざ
ま

な
文
鰹
に
お
い
て
'
文
学
に
封
す
る
賓
験
を
試
み
て
い
る
時
代
で
あ

る
｡
陸
機
や
播
岳
以
外
の
作
者
や
詩
賦
以
外
の
文
膿
に
も
目
を
向
け

な
け
れ
ば
､
こ
の
時
代
の
文
学
を
絶
健
的
に
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

本
書
は
そ
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
い
て
編
ま
れ
た
西
晋
文
学
に
関

す
る
論
集
で
あ
る
｡
著
者
は
'
陸
機

･
播
岳
の
詩
は
必
ず
し
も
そ
の

前
後
の
時
代
の
文
学
と
滑
ら
か
に
繋
が
ら
な
い
'
と
言
う
｡
本
書
の

副
題
に
見
ら
れ
る
と
お
-
'
著
者
は
西
晋
の
文
学
の
中
に
'
前
代
か

ら
緯
-
も
の
と
し
て
玄
撃
の
影
響
を
求
め
､
こ
の
時
期
に
始
ま
り
後

世
の
謝
震
蓮
や
飽
照
に
受
け
継
が
れ
る
も
の
と
し
て

｢形
似
｣
､
つ

ま
-
自
然
を
そ
の
ま
ま
に
言
葉
で
馨
し
取
ろ
う
と
す
る
手
法
の
端
緒

を
探
る
｡
そ
の
た
め
に
取
-
上
げ
ら
れ
る
の
は
'
皇
甫
諾
､
夏
侯
港
､

張
華
'
束
曹
'
張
協
'
郭
環
の
六
人
で
あ
る
｡
こ
こ
で
そ
れ
ぞ
れ
の

詩
人
が
割
-
首
て
ら
れ
る
各
章
ご
と
に
内
容
を
見
て
い
-
こ
と
と
し

よ
う
｡
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第

一
章
は
'

皇
甫
誰

(二
1
五
-
二
八
二
)
に
普
て
ら
れ
'
｢精
勤

論
｣
を
中
心
と
し
た
論
考
と
な
っ
て
い
る
｡
｢樺
勅
諭
｣
は
設
論
の

ジ
ャ
ン
ル
に
屠
す
る
｡
設
論
は
主
客
の
問
答
を
通
し
て
'
客

の

｢仕
｣
に
封
す
る
主
の

｢隠
｣
の
論
理
を
語
る
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
っ
た
｡

魂
の
時
代
'
院
籍
や
帯
康
に
よ
っ
て
深
め
ら
れ
た
隠
逸
の
哲
学
が
､

西
晋
で
は
文
学
の
中
に
贋
-
浸
透
し
て
い
-
｡
そ
れ
は
こ
の
時
代
に

猪
特
の

｢招
陰
詩
｣
が
作
ら
れ
､
ま
た

『重
文
類
衆
』
巻
三
十
六

･

三
十
七

｢隠
｣
の
部
に
お
い
て
西
晋
時
代
の
作
品
が
格
段
に
増
え
て

い
る
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
る
｡
そ
の
よ
う
な
環
境
の
中
で
'
皇
甫

謡
は
隠
逸
の
賓
接
着
で
あ
-
'
し
か
も
昔
時
の
融
合
に
も
後
の
時
代

に
も
か
な
-
の
影
響
力
を
持

っ
た
人
物
で
あ
っ
た
｡
著
者
は
皇
甫
謡

の

｢樺
物
論
｣
を
前
後
の
時
代
の
設
論
の
ジ
ャ
ン
ル
の
流
れ
の
中
に

置
-
｡
そ
の
中
で

｢梓
勅
諭
｣
は
'
治
世
に
お
け
る

｢隠
｣
と

｢仕
｣
を
同
債
値
の
も
の
で
あ
る
と
位
置
付
け
た
初
め
て
の
設
論
で

あ
-
'
後
の
出
庭
同
蹄
論
の
端
緒
の
一
つ
と
な
る
t
と
言
う
｡
著
者

は
ま
た
､
皇
甫
謎
の

｢高
士
侍
｣
と

｢列
女
博
｣
の
文
膿
が
具
膿
的

で
飾
り
気
の
な
い
淡
泊
な
賀
宴
さ
を
持
つ
と
同
時
に
､
特
に

｢列
女

俸
｣
の
記
述
が

｢生
々
し
い
野
性
的
な
匂
い
｣
を
持
つ
こ
と
を
指
摘

す
る
｡
そ
し
て
'
そ
れ
を
六
朝
に
お
け
る
隠
士
の
複
雑
さ
と
し
て
と

ら
え
て
い
る
｡

第
二
章
で
は
夏
侯
湛

(二
p
lll～
二
九
l
)
が
扱
わ
れ
る
o
夏
侯
湛

の
1
族
は
魂
の
曹
氏
の
姻
族
で
あ
-
'
西
晋
の
時
代
に
あ
っ
て
は
､

緊
-
を
見
せ
な
が
ら
も
上
流
貴
族
と
し
て
存
在
し
て
い
た
｡
こ
れ
ま

で
夏
侯
湛
の
文
学
は
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
無
-
'
『文

選
』
に
も
そ
の

｢東
方
朔
董
賛
｣
が
採
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
｡
著
者

は
ま
ず
夏
侯
湛
の

｢昆
弟
詰
｣
を
取
-
あ
げ
る
｡
｢昆
弟
詰
｣
の
内

容
は
本
来
な
ら
ば

｢戒
｣
の
ジ
ャ
ン
ル
に
屠
す
る
べ
き
も
の
で
あ
っ

た
o
L
か
し
､
｢昆
弟
詰
｣
は

｢皐
陶
謹
｣
を
圭
と
し
た

『尚
書
』

の

｢詰
｣
の
文
膿
を
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
用
い
て
い
る
｡
｢詰
｣
と
は

そ
も
そ
も
王
が
臣
民
に
封
し
て
宣
言
や
戒
め
を
行

っ
た
文
章
で
あ
る

が
､
夏
侯
湛
の

｢昆
弟
詰
｣
で
は
､
そ
れ
が

一
族
の
稀
揚
と
夏
侯
湛

か
ら
弟
た
ち
へ
の
戒
め
に
す
-
か
え
ら
れ
て
い
る
｡
著
者
は
こ
れ
を
､

国
家
よ
-

｢私
｣
を
重
要
視
す
る
時
代
の
風
潮
の
現
れ
と
見
る
O
そ

し
て
更
に

｢羊
乗
叙
｣
や

｢辛
憲
英
俸
｣
等
の
一
族
の
死
者
に
つ
い

て
述
べ
た
文
章
に
鯖
れ
'
そ
の

｢存
頼
｣
｢持
績
｣
す
る
こ
と
へ
の

執
着
と
'
｢直
情
性
｣
に
乏
し
い
冷
静
な
描
寓
を
指
摘
す
る
｡
そ
う
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し
た

｢持
積
｣
へ
の
執
着
と
冷
静
な
描
寓
は
彼
の
詠
物
賊
に
も
現
れ

て
い
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
精
微
な
観
察
眼
と
そ
れ
に
も
と
づ
-
こ
ま

や
か
な
描
出
が
山
水
の
描
寓
に
封
し
て
畿
拝
さ
れ
た
と
き
'
謝
塞
連

の
山
水
措
寓
や
謝
眺
の
情
景
措
幕
に
繋
が
っ
て
い
-
と
結
論
付
け
て

い
る
｡

第
三
章
は
張
華

(二
三
二
-
三
〇
〇
)
で
あ
る
｡
張
華
は
寒
族
か
ら

身
を
起
こ
し
て
､
宰
相
に
ま
で
な
り
､
二
陸
や
左
恩
等
を
推
挙
し
て
､

彼
ら
の
領
袖
的
存
在
で
あ
っ
た
｡
著
者
は
そ
の

｢鶴
鶴
賦
｣
､
｢女
史

歳
｣
'
｢遊
猟
篇
｣
'
｢遊
侠
篇
｣
'
｢答
何
勧
詩
｣
等
に
見
ら
れ
る

『老

子
』
の
言
説
を
指
摘
し
'
張
華
の
詩
文
の
重
要
な
部
分
に
老
子
の
思

想
が
編
み
込
ま
れ
て
い
る
と
す
る
｡
次
に
そ
の

｢情
詩
｣
五
首
を
連

作
の
男
女
の
相
聞
の
贈
答
詩
と
と
ら
え
'
播
岳

｢内
顧
詩
｣
二
首
や

陸
機
'
陸
雲
の

｢馬
願
彦
先
願
婦
｣
の
よ
う
な
詩
を
生
み
出
す
室
気

を
醸
成
し
た
の
が
張
華
で
は
な
い
か
と
言
う
｡
そ
し
て
張
華
が

｢情

詩
｣
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

｢鬼
女
の
情
｣
を
措
き
得
た

一
つ
の
要
因

と
し
て
､
｢水
｣
｢谷
｣
｢牝
｣
｢雌
｣
を
よ
り
債
値
あ
る
も
の
と
す
る

『老
子
』
に
近
い
蔑
想
を
張
華
が
持
ち
'
奮
乗
の
債
値
観
で
は
柔
弱
'

卑
弱
と
さ
れ
て
い
た
も
の
に
よ
り
深
-
目
を
注
ぐ
契
機
を
持
ち
得
た

書

評

こ
と
を
挙
げ
て
い
る
｡

第
四
章
は
東
新
日
(二
六
四
頃
-
三

〇
三
頃
)
に
関
す
る
論
考
で
あ
る
｡

束
析
日は

『汲
家
書
』
の
校
訂
者
で
あ
り
､
稽
学
者
で
も
あ
っ
た
｡
束

管
の

｢玄
居
樺
｣
は
､

一
章
で
論
じ
ら
れ
た
皇
甫
謎
の

｢樺
物
論
｣

と
同
じ
く
設
論
の
ジ
ャ
ン
ル
に
屠
し
て
い
る
｡
そ
の
内
容
も

一
見
す

れ
ば
､
｢程
勅
諭
｣
の
出
仕
と
隠
逸
を
同
債
値
と
す
る
思
想
を
受
け

入
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
｡
し
か
し
､
結
局
最
終
的
に
は
隠
逸

に
重
き
を
置
-
｡
著
者
は
そ
の
原
因
を
書
き
手
の
儒
学
の
素
養
に
由

来
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
考
え
る
｡
次
に
扱
わ
れ
る
の
は
'
｢勧

農
賦
｣
や

｢貧
家
賦
｣
､
｢近
遊
賦
｣
と
い
っ
た
楓
刺
性
の
強
い
作
品

で
あ
る
｡
著
者
は
陶
淵
明
の

｢農
事
詩
｣
等
と
比
較
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
'
そ
こ
に
外
部
の
硯
賓
を
迫
異
性
を
以
て
描
菊
す
る

｢形

似
｣
の
手
法
を
見
出
す
｡
ま
た

｢近
遊
賦
｣
に
見
ら
れ
る
穫
法
を
な

み
す
る
世
界
を
肯
定
的
に
描
-
と
こ
ろ
に
'
頑
学
者
の
現
賓
へ
の
絶

望
の
深
さ
と
､
｢目
前
の
硯
賓
に
と
ら
わ
れ
て
そ
こ
に
滞
る
ま
な
ざ

し
の
傾
向
｣
を
謹
み
取
る
｡

一
方
､
束
哲
に
は

『詩
経
』
の
逸
詩
を

補
う
と
い
う

｢補
亡
詩
｣
が
存
在
す
る
｡
こ
の

｢補
亡
詩
｣
は
自
然

の
草
木
を
鮮
や
か
に
描
き
出
し
'
そ
こ
に
は
や
は
-

｢形
似
｣
の
手
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法
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
｡

著
者
は
'
儒
学
者
束
哲
の
文
章
に
お

い
て
は
､
｢形
似
｣
の
手
法
が
本
来
の
自
然
描
出
で
は
な
-
風
論
す

べ
き
硯
賓
を
描
-
た
め
に
用
い
ら
れ
'
本
来
の
目
的
に
生
か
さ
れ
た

唯

一
の
例
外
が
'
『詩
経
』
に
通
じ
る
理
想
の
世
界
を
描
い
た

｢補

亡
詩
｣
で
あ
ろ
う
'
と
言
う
｡

第
五
章
で
は
張
協

(-
-
三
〇
七
頃
)
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
｡

張
協
は
三
張
の
一
人
と
し
て
名
を
知
ら
れ
'
『詩
品
』
等
に
も
高
い

許
債
を
さ
れ
て
い
る
｡
著
者
は
そ
の

｢雑
詩
｣
十
首
と

｢七
命
｣
に

注
目
し
て
'
そ
の

｢形
似
｣
の
手
法
が
後
世
の
詩
に
影
響
を
輿
え
た

こ
と
を
述
べ
る
｡
｢難
詩
｣
十
首
に
つ
い
て
は
'
連
作
詩
と
し
て
三

部
の
構
成
に
分
け
る
｡
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
に
つ
い
て
詩
語
や
モ

チ
ー
フ
が
後
世
の
作
品
に
い
か
に
影
響
を
輿
え
た
か
'
用
例
な
ど
を

調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
'
こ
の
詩
の

｢形
似
｣
の
手
法

や
語
桑
'
モ
チ
ー
フ
が
束
管
の
初
期
山
水
詩
'
玄
言
詩
の
詩
人
た
ち

や
陶
淵
明
に
承
け
継
が
れ
､
更
に
は
謝
壷
蓮
'
飽
照
､
謝
眺
た
ち
に

大
き
な
影
響
を
輿
え
て
い
る
と
言
う
｡
｢七
命
｣
に
は
'
そ
れ
ま
で

の

｢七
｣
の
ジ
ャ
ン
ル
に
は
無
い
'
剣
と
果
賓
の
描
寓
方
法
が
採
ら

れ
て
い
る
｡
そ
の
叙
法
の
特
質
は
'
｢封
象
の
形
態

へ
の
没
入
｣
､

｢そ
の
細
や
か
な
描
出
｣
'
｢女
性
の
姿
態
を
借
-
な
い
封
象
そ
れ
自

鰹
の
艶
や
か
さ
や
エ
ロ
ス
の
表
現
｣
で
あ
-
'
更
に
そ
の
封
象
は

｢活
列
感
'
冷
涼
感
､
透
明
感
､
流
動
性
を
湛
え
た
も
の
に
偏
｣
る

と
す
る
｡

第
六
章
は
'
郭
瑛

(二
七
六
-
三
二
四
)
に
関
す
る
論
考
で
あ
る
｡

著
者
は
ま
ず

｢山
海
経
国
質
｣
と

『荘
子
』
と
郭
象

『荘
子
注
』
と

の
比
較
を
行
う
｡
そ
こ
か
ら
､
郭
僕
の
1
股
に
は

｢異
形
｣
と
さ
れ

て
い
る
物
た
ち
へ
の
注
視
が
窺
え
'
そ
れ
が
新
た
な
素
材
の
尊
兄
と

表
現
の
開
拓
を
も
た
ら
し
た
と
推
測
す
る
｡
そ
の
素
材
の
尊
兄
と
表

現
の
開
拓
は
､
｢江
賦
｣
に
も
現
れ
る
｡
｢江
賦
｣
に
は
'
『山
海

緩
』
等
に
登
場
す
る
奇
怪
な
生
物
の
列
挙
､
魚
と
鳥
と
水
草
の
叙
述

に
垣
間
見
ら
れ
る
清
新
な
情
景
描
嘉
､
さ
ら
に
は
昔
時
の
道
教
の
教

義
に
借
-
た
新
し
い
仙
境
の
描
出
が
見
ら
れ
る
｡
そ
し
て
そ
れ
ま
で

の
河
や
海
を
措
-
賊
と
は
異
な
-
'
中
心
か
ら
周
縁
の
逸
民
の
世
界

へ
と
移
動
す
る
人
々
を
措
き
得
て
い
る
｡
『文
選
』
所
収
の

｢涯
仙

詩
｣
七
首
に
お
い
て
は
'
著
者
は
こ
の
七
首
を
其

一
か
ら
其
七
ま
で

連
結
し
あ
う
も
の
と
し
'
其
七
か
ら
更
に
其

一
に
循
環
す
る
構
成
を

持
つ
と
考
え
る
｡
そ
し
て
そ
の
内
容
は

｢仙
化
の
前
提
と
し
て
の
隠
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速
の
稲
揚
｣
'
｢仙
化
を
遂
げ
得
ぬ
不
安
と
絶
望
｣
'
詩

1
首
全
腔
を

貫
-

｢俗
界
へ
の
拒
絶
と
否
定
｣
と
い
う
従
来
に
例
の
な
い
特
異
な

モ
チ
ー
フ
が
そ
の
六
百
を
占
め
'
前
代
か
ら
踏
襲
さ
れ
て
き
た
仙
界

の
幻
想
的
措
寓
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
詩
は

一
首
に
す
ぎ
な
い
｡
し
か

し
そ
の
特
異
性
を
生
か
し
'
そ
し
て
踏
襲
性
を
も
活
性
化
さ
せ
る
の

は
'
七
首
の
選
樺
と
構
成
の
妙
で
あ
っ
た
と
言
う
｡
最
後
に
は
郭
瑛

と
'
本
書
全
髄
を
ま
と
め
る
意
味
で
､
郭
僕
の
自
然
描
幕
と
皇
甫
諾
､

夏
侯
湛
'
張
華
､
束
暫
'
張
協
の
措
寓
方
法
と
の
関
連
を
述
べ
､
さ

ら
に
後
世
の
謝
塞
蓮
の
山
水
描
寓
の
一
端
を
張
協
や
郭
環
に
求
め
る
｡

以
上
､
章
を
迫
っ
て
本
書
の
内
容
を
要
約
し
て
き
た
｡
以
下
､
そ

の
内
容
に
つ
い
て
い
-
つ
か
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
｡

先
ず
は
､
張
華
の
情
詩
と

『老
子
』
と
の
関
連
に
つ
い
て
｡
著
者

は
'
張
華
が

｢鬼
女
の
情
｣
を
描
き
得
た

一
要
因
と
し
て
､
『老

子
』
の
馨
想
を
挙
げ
る
.
著
者
が
述
べ
る
よ
う
に
'
確
か
に
張
華
の

作
品
で
は
老
子
の
言
説
が
重
要
な
働
き
を
す
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で

あ
る
｡
し
か
し
'

一
方
で
ま
た
著
者
が
述
べ
る
と
お
り
'
『老
子
』

は
昔
時
三
玄
の
一
つ
と
し
て
絶
大
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
｡
誰
も

が
大
な
り
小
な
り
そ
の
影
響
を
受
け
た
の
で
あ
っ
て
'
張
華
の
み
を

書

評

特
筆
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
『老
子
』
の
影
響

が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
､
そ
れ
は
昔
時
の
文
壇
全
鰹
に
及
ん
で
い
た
で

あ
ろ
う
｡
む
し
ろ
そ
れ
よ
-
も
､
情
詩
の
制
作
に
は
そ
れ
を
作
る
場

の
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
例
え
ば
'

建
安
時
代
に
は
'
情
話
と
は
少
し
-
趣
き
を
異
に
す
る
が
'
女
性
の

悲
し
み
を
賊
に
詠
む
と
い
う
こ
と
が
文
壇
で
行
わ
れ
て
い
た
｡
曹
杢

の

｢寡
婦
賦
｣
の
序
に
'

陳
留
院
元
帳
'
輿
余
有
奮
､
薄
命
早
亡
｡
改
作
斯
賦
'
以
叙
其

妻
子
悲
苦
之
情
｡
命
玉
条
等
並
作
之
｡

(『文
選
』
巻
十
六
､
播
岳

｢寡
婦
賦
｣
序
､
李
善
注
)

と
言
う
｡
つ
ま
-
'
夫
を
亡
-
し
た
院
璃
の
妻
の
悲
し
み
を
代
辞
し

た
作
品
を
昔
時
の
サ
ロ
ン
で
詩
人
た
ち
が
競
作
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡

同
じ
よ
う
な
作
品
に

｢察
伯
階
女
賦
｣
が
あ
る
｡
現
在
は
曹
垂
の
序

の
一
部
と
丁
贋
の
断
片
し
か
残
ら
な
い
が
､
こ
れ
も
旬
奴
の
地
に
嫁

L
t
ま
た
中
園
に
連
れ
戻
さ
れ
た
と
い
う
察
攻
の
悲
し
み
を
建
安
の

詩
人
た
ち
が
代
耕
し
た
作
品
で
あ
ろ
う
｡
詩
の
方
に
目
を
向
け
て
み

れ
ば
'
徐
幹

｢室
思
詩
｣
や
繁
欽

｢走
情
詩
｣
'
曹
杢

｢代
劉
動
妻

王
氏
雑
詩
｣
'
｢寡
婦
詩
｣
や
曹
植

｢棄
婦
詩
｣
'
｢雑
詩
｣
の
一
部
等
'

99



中
開
文
学
報

第
六
十
四
冊

サ
ロ
ン
で
作
ら
れ
た
と
言
う
記
述
は
無
い
が
'
｢見
女
の
情
｣
を
詠

ん
だ
情
詩
は
多
数
存
す
る
｡
建
安
の
文
学
が
盛
ん
で
あ
っ
た
常
時
'

｢鬼
女
の
情
｣
あ
る
い
は
女
性
の
悲
し
み
を
詠
ん
だ
朕
や
詩
が
そ
の

サ
ロ
ン
で
多
-
作
ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡
そ
し
て
そ
の
よ

う
な
場
の
存
在
は
綿
々
と
晋
に
も
頼
き
'
張
華
や
陸
機
'
潜
岳
の
屠

す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
'
或
い
は
時
に
同
じ
文
学
集
圏
の
場
で

｢情
詩
｣'

｢馬
願
彦
先
腹
婦
詩
｣
'
｢内
願
詩
｣
等
の
作
品
が
作
ら
れ
て
い
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
現
存
す
る
作
品
が
少
な
い
だ
け
で
'
そ
の
状

況
は
我
々
が
想
像
す
る
よ
り
活
登
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
｡
上
に

挙
げ
た
よ
う
な
建
安
の
女
性
の
み
の
心
情
を
詠
む

｢情
詩
｣
に
射
し

て
'
張
華

･
陸
機

･
播
岳
の
作
品
の
よ
う
な
男
女
間
の
相
聞
､
或
い

は
男
の
立
場
の
心
情
を
詠
む

｢情
詩
｣
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ

た
か
は
詳
し
-
論
ず
る
用
意
が
な
い
が
､
そ
の
文
学
集
圏
の
中
で
の

創
作
の
際
に
設
定
さ
れ
た
テ
ー
マ
の
よ
う
な
も
の
と
も
考
え
ら
れ
よ

う
｡
少
な
く
と
も

｢情
話
｣
を

『老
子
』
と
結
び
つ
け
る
に
は
説
得

力
が
不
十
分
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

次
に
束
智
の
風
刺
の
文
学
と

｢形
似
｣
の
関
連
に
つ
い
て
で
あ
る
｡

著
者
は
､
そ
の

｢勧
農
賦
｣
と

｢貧
家
賦
｣
'
｢近
遊
賦
｣
の
風
諭
の

封
象
の
具
髄
的
で
詳
細
な
描
出
を

｢形
似
｣
の
手
法
と
関
連
づ
け
る
｡

｢形
似
｣
は
本
来
'
自
然
や
風
景
の
描
寓
の
手
法
を
表
す
言
葉
で
あ

る
が
'
本
書
に
お
い
て
は
著
者
は
そ
の
境
界
領
域
を

｢山
水
に
限
ら

な
い

'
さ
ま
ざ
ま
な
封
象
へ
の
詳
細
な
観
察
と
具
膿
的
な
描
出
｣
に

ま
で

接
げ
る
｡
し
か
し

｢形
似
｣
の
封
象
を
そ
こ
ま
で
摸
大
し
､
後

世
の
謝
塞
連
や
飽
照
の
山
水
措
鴬
と
関
連
づ
け
る
こ
と
は
可
能
な
の

で
あ
ろ
う
か
｡
そ
こ
に
は
あ
ら
ゆ
る
描
寓
を

｢形
似
｣
で
片
づ
け
て

し
ま
う
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
こ
こ
で

挙
げ
た
束
管
の
風
刺
の
文
学
は

｢形
似
｣
よ
-
も
む
し
ろ
昔
時
の
風

刺
と
滑
稽
の
あ
-
方
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
常
時
'

｢勧
農
賦
｣
等
の
よ
う
に
社
食
の
荒
廃
を
風
刺
す
る
文
章
が
他
に
も

作
ら
れ
て
い
る
｡
本
書
に
も
挙
げ
ら
れ
る
王
沈

｢稗
時
論
｣
と
魯
褒

｢鑓
両
論
｣
が
そ
の
代
表
で
あ
る
｡
そ
の
中
で
も
魯
褒

｢鑓
両
論
｣

は
風
刺
性
と
話
語
性
の
存
す
る
鮎
で
束
哲
の
作
品
に
近
い
｡
｢銭
紳

論
｣
は
隠
者
で
あ
る
魯
褒
が
昔
時
の
貧
し
-
卑
し
い
者
た
ち
を
憐
れ

ん
で
著
し
た
と
い
う
｡
(『青
書
』
巻
九
十
四
隠
逸
博
)
そ
の
内
容
は
'

司
室
公
子
と
養
母
先
生
の
封
話
形
式
を
採
-
'
司
杢
公
子
が
鐘
の
致

用
を
徹
底
的
に
詳
細
に
述
べ
る
｡
銭
を

｢家
兄
｣
と
呼
び
'
｢孔

プOO



方
｣
と
あ
ざ
な
を
付
け
る
な
ど
､
鏡
の
力
を
詳
細
に
述
べ
る
部
分
を

謹
ん
で
､
護
者
は
そ
の
話
語
性
に
笑
い
を
誘
わ
れ
な
が
ら
も
'
昔
時

の
拝
金
主
義
の
蔓
延
に
思
い
を
致
さ
ざ
る
を
得
な
い
｡
こ
の

｢鑓
両

論
｣
に
も

｢勧
農
賦
｣
等
と
同
じ
-
､
詳
細
な
描
嘉
に
よ
る
許
諾
と

風
刺
と
い
う
要
素
が
見
ら
れ
る
｡
こ
の
よ
う
な
風
刺
の
型
が
昔
時
存

L
t
束
管
や
魯
褒
は
そ
れ
に
基
づ
い
て
風
刺
を
行
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
｡
そ
の
話
語
と
風
刺
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
'
話
語
に
傾
-

時
'
束
曹

｢餅
賦
｣
の
よ
う
な
作
品
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
ろ
う
｡
氾

文
潤

『文
心
離
龍
注
』
が
語
詣
篇
の

｢観
音
滑
稽
､
盛
相
駆
扇
｡

-
-
｣

の
部
分
で
挙
げ
る
昔
時
の
話
語
の
例
は
'
劉
末
の
衰
淑
が
輯

め
た

『誹
語
文
』
中
の

｢薙
九
錫
文
｣
と

｢塩
山
公
九
錫
文
｣
で
あ

る
が
'
そ
れ
ぞ
れ
鶴
と
塩
馬
の

｢徳
｣
を
詳
細
に
述
べ
て
い
-
と
い

う
形
式
を
探
っ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
風
刺
や
語
諺
の
あ
-
方
は
必

ず
し
も

｢形
似
｣
と
結
び
つ
け
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
｡最

後
に
本
書
の
全
健
の
構
想
に
つ
い
て
述
べ
た
い
｡
評
者
は
著
者

の
､
西
晋
時
代
が
文
学
の
様
々
な
賓
験
の
時
代
で
あ
っ
た
と
い
う
基

本
的
な
立
場
に
は
大
い
に
賛
同
し
た
い
｡
先
の
要
約
を
見
て
も
分
か

書

評

る
と
お
-
'
本
書
に
扱
わ
れ
る
作
品
は
有
名
な
も
の
'
無
名
の
も
の

と
合
わ
せ
て
多
岐
に
渡
っ
て
い
る
｡
ま
た
有
名
で
あ
っ
て
も
今
ま
で

研
究
が
十
分
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
作
品
も
多
い
｡
そ
れ
は
西
晋
文

学
の
幅
贋
さ
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
｡
こ
う
い
っ
た
作
品
へ
日
を
向
け

る
機
合
を
輿
え
て
-
れ
た
功
績
は
大
き
い
｡

し
か
し
､
本
書
で
は
影
の
薄
い
陸
機
や
播
岳
の
詩
文
は
本
営
に
前

後
の
時
代
に
繋
が
-
に
-
い
の
で
あ
ろ
う
か
｡
著
者
の
言
う
よ
う
に
'

確
か
に

｢玄
学
｣
や

｢形
似
｣
は
見
出
し
づ
ら
い
か
も
し
れ
な
い
｡

そ
れ
で
は
そ
の
他
の
繋
が
-
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
｡

例
え
ば
陸
機
に
つ
い
て
考
え
て
み
ょ
う
｡
陸
機
に
は

｢文
賦
｣
が

あ
る
｡
そ
の
中
で
次
に
挙
げ
る
部
分
は
文
章
の
濁
創
性
を
述
べ
る
部

分
と
し
て
有
名
で
あ
る
｡

必
所
擬
之
不
殊
､
乃
間
合
乎
嚢
篇
｡
難
行
軸
於
予
懐
'
悌
柁
人

之
我
先
｡
苛
傷
廉
而
街
義
､
亦
錐
愛
而
必
指
｡(

『文
選
』
巻
十
七
)

し
か
し
'
そ
の
猫
創
性
も
陸
機
の
心
の
内
の
み
か
ら
出
る
も
の
で
は

な
い
｡
同
じ
-

｢文
賦
｣
冒
頭
に
'

仔
中
直
以
玄
覚
､
輯
情
志
於
典
噴
｡
遵
四
時
以
歎
逝
'
曙
寓
物
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而
思
紛
｡

悲
落
葉
於
勤
秋
'
喜
柔
修
於
芳
春
｡
心
懐
懐
以
懐
霜
'

志
抄
抄
而
臨
雲
｡
詠
世
徳
之
駿
烈
､
諦
先
人
之
清
券
｡
遊
文
章

之
林
府
､
嘉
麗
藻
之
彬
彬
｡
慨
投
篇
而
按
筆
､
瑚
宣
之
乎
斯
文
｡

と
あ
る
と
お
-
'
｢典
墳
｣
つ
ま
-
儒
教
の
古
典
の
み
な
ら
ず
､
｢文

章
之
林
府
｣
'
｢麗
藻
之
彬
彬
｣
と
い
う
陸
機
以
前
の
作
品
を
消
化
吸

収
し
て
か
ら
得
ら
れ
る
濁
創
性
で
あ
る
｡
ま
た

｢文
賦
｣
と
い
う
作

品
自
憶
も
'

余
毎
観
才
士
之
所
作
'
窺
有
以
得
其
用
心
｡
夫
放
言
遣
酔
'
良

多
撃
臭
｡
妨
寅
好
悪
､
可
得
而
言
｡
毎
白
魔
文
､
尤
見
其
情
｡

恒
愚
意
不
稀
物
'
文
不
達
意
｡
蓋
非
知
之
難
､
能
之
難
也
｡
故

作
文
賦
'
以
述
先
士
之
盛
藻
'
国
論
作
文
之
利
害
所
由
｡
作
目

可
謂
曲
蓋
其
妙
｡
至
於
操
斧
何
'
錐
取
則
不
達
､
若
美
随
手
之

壁
､
良
難
以
鮮
速
｡
蓋
所
能
言
者
'
具
於
此
云
｡

と
序
に
言
う
よ
う
に
'
｢才
士
之
所
作
｣
を
謹
ん
だ
後
に
得
た
結
果

と
し
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
｢文
賦
｣
本
文
に
は

先
人
の
作
品
自
膿
は
表
れ
な
い
の
に
､
｢述
先
士
之
盛
藻
｣
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
｡
陸
機
は
こ
の
よ
う
に
前
代
の
作

品
と
繋
が
-
を
持
と
う
と
す
る
意
識
が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

｢文
賦
｣
以
外
に
も
'
｢擬
古
詩
｣
で
も
同
じ
こ
と
が
言
え
よ
う
｡

辛
夏
寧

｢擬
古
詩
の
壁
達
に
つ
い
て
-

陸
機
か
ら
李
白
ま
で

-

｣
(『中
国
文
学
報
』
第
六
十
三
冊
､
二
〇
〇
一
年
十
月
)
で
は
､
陸

機
以
降
の
陶
淵
明
や
飽
照
等
の

｢擬
古
詩
｣
が
'
｢漠
貌
詩
や
古
禦

府
の
モ
チ
ー
フ
や
言
語
表
現
を
断
片
的
に
借
用
す
る
の
に
止
ま
っ
て

お
-
'
特
定
の
詩
の
表
現
様
式
を
全
面
的
に
模
倣
す
る
こ
と
は
な
｣

-
､
｢匪
存
作
品
を
模
擬
す
る
と
い
う
前
提
の
も
と
で
､
古
詩
や
古

楽
府
の
中
に
拝
情
の
典
型
を
見
出
し
'
自
ら
の
詠
懐
を
補
助
す
る
も

の
で
あ
っ
た
｣
の
に
暫
し
､
陸
機
の

｢擬
古
詩
｣
は
､
｢も
と
う
た

で
あ
る
古
詩
と
の
用
語
の
重
複
を
避
け
る
よ
う
に
苦
心
し
て
は
い
る

が
'
詩
の
テ
ー
マ
は
も
ち
ろ
ん
､
字
句
や
構
成
を
い
ち
い
ち
封
歴
さ

せ
て
お
-
'
ま
る
で
も
と
う
た
を
透
き
寓
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ

る
｣
と
論
ず
る
｡
つ
ま
-
､
陸
機
の

｢擬
古
詩
｣
は
匪
存
の

｢古

詩
｣
と
の
繋
が
-
が
よ
-
強
い
の
で
あ
る
｡

ま
た
'
陸
機
の

｢逐
志
賦
｣
の
序
と
し
て
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ

る
｡

昔
雀
蒙
作
詩
'
以
明
道
連
志
｡
而
鳩
桁
又
作
穎
志
賦
'
班
固
作

幽
通
航
'
皆
相
依
倣
蔦
｡
張
衡
思
玄
､
察
邑
玄
表
､
張
叔
哀
系
'
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此
前
世
之
可
得
言
者
也
｡
崖
氏
簡
而
有
情
､
斯
志
壮
而
淀
濫
'

哀
系
俗
而
時
廉
､
玄
表
雅
而
微
素
'
思
玄
精
練
而
和
恵
'
欲
麗

前
人
､
而
優
港
晴
典
'
漏
幽
通
夫
｡
班
生
彬
彬
､
切
而
不
絞
､

哀
而
不
怨
臭
｡
雀
察
沖
虚
温
故
'
雅
人
之
屠
也
｡
街
抑
揚
頓
挫
'

怨
之
徒
也
｡
豊

亦
窮
達
異
事
'
而
聾
烏
情
愛
乎
｡
余

備
託
作
者

之
末
'
柳
復
用
心
蔦
｡

(
『重
文
類
衆
』
巻
二
十
六
)

陸
機
は
自
ら
の

｢逐
志
賦
｣
を
作
る
に
首
た

っ
て
手
本
と
す
べ
き
前

代
の
志
を
述
べ
る
巌
を
選
別
し
､
評
債
を
輿
え
る
｡
そ
れ
は
陸
機
が

い
か
に
そ
れ
ら
の
賊
を
消
化
吸
収
し
て
い
た
か
を
表
す
で
あ
ろ
う
｡

上
に
奉
げ
た

｢擬
古
詩
｣
や

｢逐
志
厳
｣
は
し
ば
し
ば
行
き
す
ぎ

た
模
倣
と
し
て
非
難
さ
れ
る
け
れ
ど
も
､
前
代
の
作
品
か
ら
消
化
吸

収
し
た
も
の
を
い
か
に
自
ら
の
創
作
に
生
か
す
か
と
い
う
過
程
'
あ

る
い
は
結
果
が
そ
こ
に
表
れ
て
い
る
｡
そ
の
よ
う
な
創
作
が

｢文

賦
｣
の
よ
う
な
文
学
理
論
を
著
す
際
に
必
要
で
あ

っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
｡

陸
機
に
限
ら
ず
他

の
詩
人
に
つ
い
て
も
'
こ
の
よ
う
な

｢繋
が

-
｣
は
作
品
の
表
面
に
は
必
ず
し
も
表
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
｡
し

か
し
'
文
学
の
影
響
関
係
は
必
ず
し
も
詩
人
同
士
の
明
確
な
鮎
と
鮎

書

評

で
結
び
つ
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
-
'
こ
の
よ
う
な
前
代

と
の

｢繋
が
り
｣
が
存
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
｡
西
育
時
代
の
文
学
と
前
後
の
時
代
の
文
学
と
の
繋
が
-

を

｢玄
撃
｣
や

｢形
似
｣
の
み
に
限
定
し
て
し
ま

っ
て
は
'
西
晋
時

代
に
行
わ
れ
た
と
い
う
文
学
の

｢青
験
｣
の
多
様
性
を
矯
小
化
し
て

し
ま
う
こ
と
に
な
る
｡
陸
機
や
播
岳
を
'
偏
る
に
せ
よ
'
疎
か
に
す

る
に
せ
よ
､
突
出
し
た
存
在
と
し
て
扱
う
の
で
は
な
-
'
他
の
詩
人

と
同
様
､
西
晋
時
代
の
文
学
を
掩
う

一
人
と
し
て
扱
う
態
度
が
必
要

に
な
る
で
あ
ろ
う
｡
播
岳

･
陸
機
に
つ
い
て
も
､
確
か
に
そ
れ
に
関

す
る
卓
論
は
存
在
す
る
が
'
ま
だ
ま
だ
研
究
す
べ
き
鎗
地
は
残
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
例
え
ば
'
本
書
か
ら
玄
撃
と
形
似
の
流

れ
が
前
後
の
時
代
に
繋
が
る
も
の
と
し
て
重
要
で
あ

っ
た
こ
と
は
確

認
し
得
る
｡
そ
れ
で
は
昔
時
を
代
表
す
る
と
さ
れ
る
播
岳

･
陸
機
は

本
営
に
こ
の
流
れ
の
中
に
存
在
し
な
い
の
か
｡
本
皆
に
存
在
し
な
い

と
す
れ
ば
'
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
｡
さ
ら
な
る
説
明
が
必
要
に
な
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

柳
か
私
見
を
述
べ
て
き
た
が
'
こ
れ
も
全
て
本
書
の
陸
機

･
播
岳

の
影
の
薄
い

｢西
晋
文
学
論
｣
と
い
う
新
鮮
な
観
鮎
に
刺
激
さ
れ
て
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中
開
文
学
報

第
六
十
四
冊

得
た
考
え
で
あ
る
｡
本
書
は
今
後
西
育
文
学
研
究
で
取
-
扱
わ
れ
る

題
材
の
多
様
化
に
大
き
な
影
響
を
輿
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

(汲
古
書
院
'
二
〇
〇
二
年
'
本
文
些
二
四
頁
､

人
名
索
引
十
一
頁
､
中
文
要
旨
十
頁
へ
英
文
目
次
三
頁
)
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