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書

評

加
藤

囲
安
著

『
越

境

す

る
庚

信

-

そ
の
軌
跡
と
詩
的
表
現
』

栢

垣

裕

史

･只都
大
挙

北
周
の
庚
信
と
い
え
ば
'
杜
甫
に

｢暮
年
の
詩
賦

江
閑
を
動
か

す
｣
(｢詠
懐
古
跡
｣
五
首
へ
其
一
)
と
う
た
わ
れ
る
ご
と
-
南
北
朝
期

の
最
後
を
飾
る
大
物
詩
人
で
あ
-
､
何
よ
-
も
杜
甫
自
身
､
晩
年
ま

で
敬
愛
し
て
や
ま
な
か
っ
た
人
物
と
し
て
よ
-
知
ら
れ
て
い
る
｡
本

書
の
著
者
､
加
藤
囲
安
氏
が
庚
信
に
関
心
を
抱
-
よ
う
に
な
っ
た
の

も
や
は
-
杜
甫
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
て
'
本
書
の

｢後
記
｣
に
そ
の

こ
ろ
の
様
子
が
回
顧
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
に
よ
る
と
'
著
者
が
康
信

の
研
究
に
着
手
し
た
の
は

1
九
八
〇
年
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
｡
普
初

は
も
っ
ぱ
ら
悦
播
の
注
樺
を
頼
-
に
作
品
を
謹
み
進
め
て
い
た
の
だ

が
､
侃
瑞
の
解
梓
に
は
納
得
し
が
た
い
部
分
も
多
-
､
ま
も
な
-
侃

播
注
と
そ
の

｢庚
信
年
譜
｣
に
不
満
を
抱
-
よ
う
に
な
る
｡
そ
し
て

1
九
八
三
年
､
著
者
に
轄
機
が
お
と
ず
れ
る
｡

そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
､
『文
史
』

一
九
輯

(中
華
書
局

一
九
八
三
)
に
載

っ
た
魯
同
群
氏
の

｢庚
信
入
北
仕
歴
及
其
主

要
作
品
的
裏
作
年
代
｣
と
い
う
論
文
を
偶
然
目
に
し
､
私
が
数

年
来
ず
っ
と
疑
問
に
思
っ
て
い
た
問
題
に
つ
い
て
'
す
な
わ
ち

庚
信
の
諸
作
品
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
'
こ
と
に

｢哀
江
南

賦
｣
を
中
心
と
す
る
作
品
に
つ
い
て
､
斬
新
な
論
を
繰
-
庸
げ

て
い
る
こ
と
に
と
て
も
驚
嘆
し
た
｡
魯
氏
の
解
樺
は
'
そ
れ
ま

で
の
私
の
庚
信
論
に
関
す
る
も
や
も
や
を

1
掃
す
る
よ
う
な
､

じ
っ
に
明
快
な
も
の
だ
っ
た
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
､
私
は
自
分
の

庚
信
論
を
根
底
か
ら
や
-
直
す
必
要
を
感
じ
た
の
で
あ
る
｡

(
一
二
五
六
頁
)

魯
同
群
氏
の
こ
の
論
文
は
'
庚
信
の
詩
文
の
作
成
年
代
に
関
す
る
論

考
で
あ
-
'
従
来
の
悦
播
の
作
品
繋
年
を
根
本
か
ら
問
い
直
す
書
一期

的
な
も
の
で
あ
っ
た
｡
以
来
二
十
鎗
年
に
わ
た
-
､
著
者
は

｢侃
播

の

｢康
信
年
譜
｣
と
魯
同
群
の
新
説
を
そ
ば
に
置
き
な
が
ら
'
少
し
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ず
つ
作
品
を
謹
み
'
ま
た
昔
時
の
時
代
背
景
を
再
構
成
し
､
庚
信
の

人
間
関
係
を
洗
い
出
す
と
い
う
地
道
な
作
業
｣
二

二
末
六
頁
)
を
頼

け
て
ゆ
-
.
そ
の
よ
う
な
長
い
研
鐙
の
後
に
上
梓
さ
れ
た
の
が
､
本

書

『越
境
す
る
庚
信
-

そ
の
軌
跡
と
詩
的
表
象
』
で
あ
る
｡

匪
存
の
庚
信
像
を
打
ち
壊
し
､
新
し
い
庚
信
像
を
い
か
に
再
構
築

す
る
か
-

本
書
の
ね
ら
い
は
こ
こ
に
あ
る
｡
日
本
に
お
け
る
庚
信

論
の
専
著
と
し
て
最
も
早
い
も
の
は
興
膳
宏

『望
郷
詩
人

庚
信
』

(『中
国
の
詩
人
』
四
㌧
一
九
八
三
年
､
集
英
社
)
で
あ
ろ
う
｡
著
者
は

興
膳
氏
の
著
書
に
つ
い
て

｢従
来
の
康
信
理
解
の
上
に
立

っ
て
､
北

蓬
後
､
故
郷
の
江
南
を
追
懐
す
る
す
ぐ
れ
た
文
学
作
品
を
数
多
-
痩

し
た
詩
人
と
し
て
取
り
上
げ
た
黙
｣
に
特
色
が
あ
る
と

〓
疋
の
許
債

を
輿
え
て
い
る
が
､
著
者
は
こ
の
よ
う
な

｢従
来
の
庚
信
理
解
｣
を

根
本
か
ら
問
い
直
そ
う
と
す
る
｡
興
膳
氏
の
著
書
が
出
て
以
降
､
園

の
内
外
で
康
信
に
関
す
る
尊
者
は
次
第
に
数
を
噂
し
て
ゆ
-
｡
日
本

国
内
に
お
け
る
ご
-
最
近
の
成
果
と
し
て
は
'
矢
嶋
美
都
子

『庚
信

研
究
』
(二
〇
〇
〇
年
'
明
治
書
院
)
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
｡
著
者

は
こ
れ
ら
近
年
の
研
究
書
に
つ
い
て
'
次
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ー
し
て

い

る
｡

書

評

こ
れ
ら
の
研
究
書
を
通
し
て
感
ず
る
の
は
'
康
信
の
生
涯
と

作
品
に
つ
い
て
少
し
-
共
通
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
と
思
わ
れ
る

1
万
で
'
諸
作
品
の
細
部
ま
で
踏
み
込
ん
で

い
-
と
､
た
ち
ま
ち
大
き
な
矛
盾
に
突
き
首
た
っ
て
し
ま
う
と

い
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ
の
大
き
な
矛
盾
と
は
'
北
周
の
明
帝
期

以
後
､
と
-
わ
け
武
帝
期
に
な
っ
て
始
ま
る
庚
信
と
帝
室
と
の

親
密
な
関
係
に
つ
い
て
の
理
解
が
不
十
分
な
ま
ま
､
こ
の
鮎
を

ほ
と
ん
ど
脇
に
置
い
た
形
で
'
庚
信
を
亡
国
の
怨
み
を
抱
い
た

ま
ま
異
境
に
客
死
し
た
愛
国
の
士
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
黙
で

あ
る
｡
夷
夏
を
め
ぐ
る
庚
信
の
認
識
に
は
､
そ
れ
が
い
つ
の
時

期
か
に
よ
っ
て
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
-
'
彼
の
諸
作
品
相
互

に
お
い
て
も
心
的
な
括
れ
が
あ
る
た
め
､
そ
の
生
涯
と
作
品
の

理
解

･
許
債
が
全
-
異
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡
(四
頁
)

つ
ま
-
､
北
周
朝
に
お
け
る
庚
信
の
政
治
的
立
場
を
ど
の
よ
う
に
解

揮
す
る
か
に
よ
っ
て
'
庚
信
像
は
大
き
-
撃
わ
っ
て
-
る
の
で
あ
る
｡

北
周
に
お
け
る
庚
信
は
本
首
に

｢亡
園
の
怨
み
を
抱
い
た
ま
ま
異
境

に
客
死
し
た
愛
国
の
士
｣
だ
っ
た
の
か
｡
こ
の
よ
う
な
従
来
の
庚
信

像
を
見
直
す
べ
-
'
著
者
は
康
信
の
俸
記
で
不
明
な
部
分
､
と
-
わ

10.-
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け
各
官
職

へ
の
任
官
時
期
に
つ
い
て
綿
密
に
考
譜
L
t
庚
信
の
俸
記

に
明
確
な
輪
郭
を
輿
え
て
ゆ
-
｡
そ
の
作
業
を
通
じ
て
'
従
来
の
固

定
的
な
庚
信
像
を
再
構
築
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
｡

大
部
な
論
者
で
あ
る
か
ら
､
ま
ず
目
次
を
示
そ
う
｡

序第

Ⅰ
部

梁
朝
の
発
光
期
の
庚
信
-
言
語
美
の
越
境
者

第

一
章

梁
朝
の
菜
光
の
中
で
-
侯
景
の
乱
前

第
二
章

雅
の
フ
ラ
テ
-
シ
ョ
ン
ー

｢春
賦
｣
論

第
三
章

鏡
の
テ
オ
ー
リ
ア
1

｢鏡
賦
｣
論

第
四
章

ブ
ド
ワ
-
ル
の
明
か
-
ー

｢封
燭
賦
｣
｢燈
賦
｣

論

第
五
章

連

境
の
イ
メ
ー
ジ
ャ
リ

ー
ー
｢蕩
子
賦
｣
｢昭

君
辞
歴
詔
｣
｢王
昭
君
｣
論

第

Ⅱ
部

梁
朝
の
滅
亡
-
西
魂
期
の
庚
信
-
租
囲
喪
失
の

｢帝

族
｣
の
人

第

一
章

梁
朝
の
社
食
矛
盾
の
中
の
庚
信

第
二
章

西
魂
下
に
お
け
る
庚
信
の
抵
抗

第
三
章

魂
周
易
代
期
に
お
け
る
庚
信
の
特
回

第
四
章

｢哀
江
南
賦
｣
論
-
そ
の
主
題

･
構
成
お
よ
び

制
作
年
代

第
五
章

三
部
作
に
お
け
る
歴
史
描
寓
と
天
意
論

第
Ⅲ
部

北
周
期
の
庚
信
-
新
た
な
生
を
開
-
デ
ィ
ア
ス
ボ
ラ

第

一
章

孝
閲
帝
期
の
庚
信
-
激
し
い
権
力
闘
争
下
の
軍

旗
の
臣

第
二
孝

明
帝
期
の
庚
信
-
文
学
的
交
流
の
始
ま
-

第
三
章

武
帝
期

(保
定
年
間
)
の
庚
信

第
四
章

武
帝
期

(天
和
年
間
)
の
康
信

第
五
章

武
帝
期

(建
徳
年
間
)
の
庚
信

附
録

庚
信
年
譜

北
周
官
僚
機
構
園

命
品
'
動
官
､
戎
鍍
囲

梁
王
室
世
系
表

庚
信
関
係
地
囲

後
記

索
引

IOS



本
書
は
三
部
構
成
､
計
二
十
三
篇
の
論
考
か
ら
な
る
｡
第
Ⅰ
部
が

二

八
頁

(七
-
一
二
四
頁
)'
第
Ⅱ
部
が
三
四
三
頁

(
l
二
五
-
四
六

七
頁
)'
第
Ⅲ
部
が
七
四
八
頁

(四
六
九
-
一
二
一
六
頁
)
と
､
部
を
追

う
ご
と
に
長
大
に
な
っ
て
ゆ
き
､
第
Ⅲ
部
に
い
た
っ
て
は
賓
に
本
書

の
半
分
以
上
を
占
め
る
｡
目
次
を
見
れ
ば
わ
か
る
と
お
-
､
本
書
は

庚
信
の

1
生
を
時
間
軸
に
し
た
が
っ
て
追
跡
し
て
ゆ
き
､
各
々
の

章

･
節
の
な
か
で
､
そ
の
時
期
の
庚
信
が
如
何
な
る
立
場
に
あ
-
､

何
を
考
え
'
ど
の
よ
う
な
文
学
活
動
を
展
開
し
た
の
か
､
詳
細
に
論

じ
て
ゆ
く
｡
そ
う
い
っ
た

一
つ
一
つ
の
論
考
が
積
み
重
な
り
'
本
書

全
健
を
通
じ
て
一
つ
の
新
し
い
庚
信
像
が
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

こ
れ
だ
け
で
は
年
譜
の
再
構
成
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
､
著
者

は
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
み
'
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
お
い
て
最
も
特
徴

的
な
作
品
に
光
を
首
て
'
作
品
論
を
展
開
し
て
ゆ
-
｡
編
年
膿
を
基

調
と
し
つ
つ
も
事
案
の
整
理
に
終
始
せ
ず
､
庚
信
と
い
う
文
学
者
の

内
面
に
ま
で
切
-
込
み
､
同
時
に
個
別
の
作
品
の
斐
術
性
に
ま
で
論

及
す
る
-

こ
の
よ
う
な
本
書
の
性
格
は
'
個
々
の
論
文
の
集
積
に

よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
た
庚
信
の

｢許
俸
｣
と
概
括
で
き
る
か
も
し
れ

な
い
｡
『越
境
す
る
庚
信
-

そ
の
軌
跡
と
詩
的
表
象
』
と
い
う
本

書

評

書
の
タ
イ
ト
ル
は
'
庚
信
の

｢軌
跡
｣
す
な
わ
ち
博
記
を
基
礎
と
し

つ
つ
'
作
品
論
を
通
じ
て

｢詩
的
表
象
｣
に
接
近
し
て
ゆ
-
本
書
の

性
格
を
端
的
に
言
い
表
し
て
い
る
｡

㈱

｢軌
跡
｣
の
再
構
成

そ
れ
で
は
'
著
者
は
庚
信
の

｢軌
跡
｣
を
ど
の
よ
う
に
再
構
成
し

た
の
だ
ろ
う
か
｡
従
来
の
説
と
の
最
も
大
き
な
違
い
は
'
さ
き
に
も

紹
介
し
た
と
お
-
北
周
の
明
帝

･
武
帝
期
に
お
け
る
庚
信
の
位
置
づ

け
の
仕
方
に
あ
る
｡
よ
-
具
倦
的
に
い
え
ば
'
次
の
二
鮎
に
集
約
さ

れ
る
だ
ろ
う
｡
ひ
と
つ
は
､
｢哀
江
南
賦
｣
｢擬
連
珠
｣
｢擬
詠
懐
詩
｣

な
ど
の
､
｢望
郷
｣
｢愛
囲
｣
の
形
象
と
密
接
に
関
わ
る
作
品
群
を
い

つ
ご
ろ
の
作
と
し
て
繋
年
す
る
か
｡
も
う
ひ
と
つ
は
'
北
周
に
お
け

る
庚
信
の
任
官
時
期
を
ど
の
よ
う
に
設
定
す
る
か
で
あ
る
｡

｢哀
江
南
賦
｣
｢擬
連
珠
｣
｢擬
詠
懐
詩
｣
の
三
作
を
'
著
者
は

｢三
部
作
｣
と
呼
稀
し
て
い
る
が
'
こ
れ
ら
三
部
作
の
な
か
で
も
特

に
注
目
さ
れ
る
の
は
､
や
は
り
代
表
作
で
あ
る

｢哀
江
南
賦
｣
で
あ

ろ
う
｡
｢哀
江
南
賦
｣
の
制
作
年
代
は
'
圭
と
し
て

｢｢哀
江
南
賦
｣

論
-
そ
の
主
題

･
構
成
お
よ
び
制
作
年
代
｣
(第
Ⅱ
部
第
四
章
)
の
な
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か
で
論
じ
ら
れ
る
｡
こ
の
一
章
は
著
者
の
1
九
九

一
年
の
論
文
に
加

筆
し
た
も
の
で
あ
-
､
本
書
の
な
か
で
も
と
-
わ
け
重
要
な

一
篇
で

あ
る
｡
｢哀
江
南
賦
｣
の
作
成
年
代
に
つ
い
て
､
こ
れ
ま
で
定
説
と

さ
れ
て
き
た
の
は
陳
寅
情
の
説
で
あ
-
､
彼
は
こ
の
既
を
庚
信
晩
年

の
作
と
し
た
｡
陳
寅
情
の
説
に
異
を
唱
え
た
の
は
冒
頭
で
も
紹
介
し

た
魯
同
群
氏
で
あ
る
｡
魯
氏
は
賓
誼
的
な
方
法
を
用
い
て
新
し
い
可

能
性
を
示
し
､
北
周
の
孝
閲
帝
期
'
五
五
七
年
十
二
月
､
庚
信
四
十

五
歳
の
作
に
比
定
し
た

(｢庚
信
人
北
仕
歴
及
其
主
要
作
品
的
実
作
年

代
｣)
｡
つ
ま
り
､
こ
の
朕
の
作
成
年
を
通
説
よ
-
も
か
な
り
早
い
時

期
に
設
定
し
た
の
で
あ
る
｡
著
者
は
魯
同
群
の
説
に
依
-
つ
つ
補
足

的
な
考
誼
を
加
え
'
魯
説
よ
-
も
若
干
早
い
､
宇
文
護
に
よ
っ
て
孝

関
帝
が
試
さ
れ
た
直
後
の
五
五
七
年
十
月
に
比
定
し
て
い
る

(四
九

八
頁
)

｡
な
お
'
｢哀
江
南
賦
｣
の
年
代
考
諸
に
関
す
る
先
行
研
究
の

要
難
と
そ
の
問
題
鮎
に
つ
い
て
は
'
｢｢哀
江
南
航
｣
に
関
す
る
問
題

鮎
｣
(第
Ej
部
第
一
章
第
八
節
)
に
よ
り
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
｡

作
成
年
代
に
関
す
る
著
者
の
綿
密
な
考
護
は
も
と
よ
-
説
得
力
に

富
む
｡
た
だ
評
者
の
個
人
的
な
感
想
か
ら
言
え
ば
'
考
謹
よ
-
も
む

し
ろ
著
者
の
鋭
い
直
感
力
の
ほ
う
に
魅
力
を
感
じ
た
｡
著
者
は
陳
寅

格
の
晩
年
説
に
射
し
て
次
の
よ
う
な
疑
問
を
抱
-
｡
｢
こ
の
よ
う
な

時
期
に
な
っ
て
果
た
し
て
こ
れ
ほ
ど
の
悲
憤
憤
慨
調
の
か
つ
厳
密
な

構
成
を
有
す
る
長
編
叙
事
詩
を
執
筆
し
え
た
の
だ
ろ
う
か
｡｣

(三
五

一
頁
)
と
｡
こ
の
指
摘
は
'
｢哀
江
南
賦
｣
の
作
成
年
代
を
引
き
上

げ
る
だ
け
の
力
を
秘
め
て
い
る
よ
う
に
思
う
｡
自
居
易
が
政
治
的
気

概
に
満
ち
た
楓
諌
詩
の
制
作
を
晩
年
に
は
や
め
て
閑
適
詩
に
お
も
む

い
た
の
は
よ
く
知
ら
れ
た
話
で
あ
る
し
､
そ
う
で
な
-
て
も
腰
力
も

衰
え
た
晩
年
､
梁
の
滅
亡
か
ら
何
年
も
経

っ
た
後
で
'
あ
ら
た
め
て

梁
朝
の
政
治
史
を
長
篇
の
酔
朕
と
し
て
描
-
の
に
は
相
首
の
気
力
が

必
要
で
あ
ろ
う
｡
あ
る
作
品
が
作
ら
れ
る
の
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
時

期
は
い
つ
な
の
か
｡
そ
う
い
っ
た
作
家
と
作
品
の
微
妙
な
関
係
に
つ

い
て
論
接
を
挙
げ
な
が
ら
説
明
す
る
の
は
難
し
い
け
れ
ど
も
'
著
者

の
懐
疑
に
は
長
い
時
間
を
か
け
て
作
品
に
接
し
て
き
た
者
だ
け
が
持

ち
う
る
見
識
の
鋭
さ
が
う
か
が
え
､
反
袈
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
も

っ
と

も
で
あ
る
よ
う
に
思
え
て
く
る
｡

北
周
に
お
け
る
任
官
時
期
に
つ
い
て
は
､
侃
瑞
の
書
記
が
明
帝
の

こ
ろ
と
考
え
て
い
る
の
に
射
し
'
著
者
は
こ
れ
よ
-
も
遅
い
武
帝
期

で
あ

っ
た
と
す
る
｡
任
官
時
期
に
つ
い
て
の
考
譜
は
い
さ
さ
か
煩
瑛
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で
あ
-
'
こ
こ
で
詳
し
く
紹
介
す
る
に
は
及
ば
な
い
が
'
評
者
が
と

り
わ
け
興
味
を
持

っ
た
の
は
'
北
周
朝
が
章
施
し
た
梁
朝
の
善
臣
に

封
す
る
優
遇
政
策
に
つ
い
て
言
及
し
た
箇
所
だ
｡
著
者
は
奮
梁
朝
の

宗
族
た
ち
の
任
官
が
武
帝
期
に
よ
う
や
-
始
ま
る
こ
と
に
注
目
し
'

庚
信
が
彼
ら
に
先
ん
じ
て
明
帝
期
に
任
官
さ
れ
る
の
は
不
自
然
で
あ

る
と
指
摘
す
る
｡
そ
し
て
庚
信
も
他
の
善
臣
た
ち
と
同
様
､
武
帝
期

に
章
際

の
官
職
に
就

い
た
の
だ
と
論
じ
て
い
る

(第
Ⅲ
部
第
三
章

(
2
)
第

一
節
)｡
あ
る
人
物
の
任
官
時
期
を
比
定
す
る
と
き
､
ま
ず

は
史
書
や
別
集
か
ら
本
人
に
直
接
関
係
す
る
記
事
を
拾
い
集
め
る
必

要
が
あ
る
が
､
著
者
は
史
料
の
整
合
性
の
み
に
汲
々
と
せ
ず
'
政
治

史
と
い
う
よ
り
大
き
な
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
い
て
庚
信
の
任
官
時
期
を

考
え
よ
う
と
し
て
い
る
｡
個
々
人
を
政
治
史
の
な
か
で
捉
え
よ
う
と

す
る
態
度
は
､
本
書
の
大
き
な
特
色
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
｡
と
-

わ
け
第
Ⅲ
部
は
庚
信
論
と
北
周
の
政
治
史
に
関
す
る
論
考
と
が
相
半

ば
し
て
お
-
'
第

Ⅲ
部
だ
け
で
本
書
の
半
分
以
上
を
占
め
る
の
は
こ

の
た
め
で
あ
る
｡
孝
関
帝

･
明
帝

･
武
帝
と
積
-
北
周
朝
の
影
の
賓

力
者
で
あ

っ
た
宇
文
護
を
め
ぐ
る
政
治
史
の
な
か
で
'
庚
信
は
何
を

考
え
'
ど
の
よ
う
な
詩
文
を
残
し
た
の
か
｡
｢
日
中
撃
方
の
学
界
で

書

評

ま
だ
ほ
と
ん
ど
解
明
さ
れ
て
い
な
い
｣
(四
七
一
頁
)
宇
文
護
の
政
治

史
に
お
け
る
役
割
に
つ
い
て
詳
し
-
論
ず
る
本
書
は
'
史
学
の
領
域

に
も
大
い
に
資
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
だ
ろ
う
｡

こ
の
よ
う
な
作
成
年
代
と
任
官
時
期
の
再
考
を
通
じ
'
従
来
の
庚

信
像
が
ど
の
よ
う
に
解
催
さ
れ
'
ど
の
よ
う
に
再
構
築
さ
れ
た
の
か
'

こ
こ
で
評
者
な
-
に
要
約
し
て
み
よ
う
｡
ま
ず
従
来
の
固
定
的
な
庚

信
像
と
い
え
ば
､
北
朝
に
拘
留
さ
れ
た
ま
ま
梁
の
滅
亡
に
遭
い
'
心

な
ら
ず
も
北
朝

へ
出
仕
L
t
表
面
上
は
従
順
な
態
度
を
取
り
つ
つ
も

本
心
で
は
北
朝
に
服
従
せ
ず
､
晩
年
ま
で
江
南

へ
の
掃
濃
を
願

っ
て

や
ま
な
い
帝
族
の
臣
､
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
に
封
し

て
本
書
全
髄
を
通
じ
て
再
構
成
さ
れ
る
庚
信
像
は
'
お
お
む
ね
次
の

よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
｡
す
な
わ
ち
､
北
朝
に
拘
留
さ
れ
梁
の
滅
亡

し
た
首
初
､
蹄
順
を
断
固
と
し
て
拒
否
し
怨
恨
の
炎
を
燃
や
し
て
い

た
庚
信
は
'
字
文
泰
と
の
接
鯖
を
契
機
と
し
て
次
第
に
心
を
開
い
て

ゆ
-
｡
そ
の
後
字
文
護
が
章
権
を
撞
-
'
康
信
は
依
然
と
し
て
出
仕

を
た
め
ら
っ
て
い
た
が
､
そ
れ
は
政
情
不
安
の
た
め
で
あ

っ
て
'
北

周
に
怨
恨
を
抱
い
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
｡
武
帝
期
'
梁
の
奮
臣

へ

の
優
遇
措
置
が
相
次
い
で
賓
施
さ
れ
'
こ
の
こ
ろ
康
信
も
正
式
な
官
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職
に
就
-
｡

そ
れ
以
降
の
庚
信
は
江
南

へ
の
思
い
は
絶
ち
難
か
っ
た

と
は
い
え
､
北
周
朝
の
た
め
に
書
直
に
職
務
を
こ
な
し
､
充
害
し
た

晩
年
を
迎
え
た
の
で
あ
っ
た
｡
-

こ
の
よ
う
に
､
庚
信
を

｢覇
族

の
臣
｣
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
は
膏
説
と
同
じ
で
あ
る
が
'
晩
年
ま

で
北
朝
に
心
を
開
か
な
か
っ
た
と
い
う
形
象
は
明
確
に
否
定
さ
れ
て

い
る
｡
作
成
年
代
や
任
官
時
期
に
関
す
る
見
解
が
侃
確
や
陳
寅
情
ら

の
説
と
大
き
-
食
い
違
う
た
め
'
そ
れ
を
も
と
に
再
構
成
さ
れ
る
庚

信
の
俸
記
､
そ
し
て
博
記
を
も
と
に
再
措
毒
さ
れ
た
康
信
像
も
お
の

ず
か
ら
姿
を
異
に
す
る
わ
け
で
あ
る
｡
膏
説
を
批
判
的
に
検
討
し
て

庚
信
の
博
記
を
あ
た
ら
し
-
描
き
な
お
し
た
人
物
は
､
日
本
に
お
い

て
は
著
者
を
お
い
て
他
に
な
-
'
本
書
の
最
大
の
意
義
は
こ
こ
に
あ

る
｡と

は
い
え
'
評
者
に
は
い
ま
だ
不
満
も
残
る
｡
著
者
も
ま
た
膏
説

と
同
様
､
あ
る
時
期
の
庚
信
を

｢愛
囲
｣
主
義
者
と
見
な
し
て
い
る

か
ら
だ
｡
た
し
か
に
著
者
は
'
｢従
来
の
定
説
と
さ
れ
て
き
た
愛
国

望
郷
の
詩
人
庚
信
と
い
う
理
解
の
仕
方
に
は
､
少
し
-
問
題
の
あ
る

こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
｣
(三
頁
)
と
'
従
来
型
の

｢愛
国
望
郷
の

詩
人
庚
信
｣
と
い
う
形
象
に
封
し
て
批
判
的
で
は
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
､

北
遷
直
後
の
康
信
に
つ
い
て
は
､
著
者
は
依
然
と
し
て
忠
君
愛
囲
者

と
し
て
論
じ
て
い
る
｡

し
て
み
る
と
､
｢哀
江
南
賦
｣
の
そ
れ
も
'
亡
国
直
後
の
梁

民
す
べ
て
が
共
有
し
て
い
た
民
族
的

･
囲
家
的
な
租
園
へ
の
激

し
い
思
慕
の
情
､
す
な
わ
ち
愛
囲
心
と
切
賓
に
結
び
付
い
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
｡
(三
七
六
頁
)

庚
信
の
こ
う
し
た
望
郷
の
情
は
'
従
来
ま
で
は
南
北
交
流
の

行
わ
れ
た
武
帝
の
保
定
二

(五
六
二
)
年
､
同
建
徳
四

(五
七

五
)
年
の
頃
に
高
ま
-
を
見
せ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
｡
た
だ

あ
ま
-
言
わ
れ
な
い
が
､
庚
信
が
西
魂
に
移
っ
て
間
も
な
-
の

頃
も
ま
た
､
そ
う
し
た
望
郷
の
思
い
が
愛
国
の
情
と
相
ま
っ
て

き
わ
め
て
強
か
っ
た
時
期
だ
っ
た
こ
と
は
'
こ
れ
も
既
述
し
た

所
で
あ
る

(｢哀
江
南
賦
｣
論

)

0
(

五
二
七
頁
)

著
者
は

一
方
で

｢民
族
的

･
国
家
的
な
租
園
へ
の
激
し
い
思
慕
の
情
､

す
な
わ
ち
愛
国
心
｣
と
い
い
'

一
方
で
は

｢望
郷
の
思
い
が
愛
国
の

情
と
相
ま
っ
て
き
わ
め
て
強
か
っ
た
｣
と
述
べ
'
租
囲
喪
失
の
悲
し

み
と

｢愛
囲
｣
と
の
直
別
を
暖
味
に
論
じ
て
い
る
が
'
両
者
は
ふ
た

つ
の
異
な
る
概
念
で
あ
る
｡
た
と
え
ば

『史
記
』
に
記
載
さ
れ
る
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｢賓
秀
歌
｣
が
箕
子
の
作
だ
と
し
て
'
こ
れ
を

｢愛
国
｣
の
文
学
と

呼
び
う
る
だ
ろ
う
か
｡
租
囲
喪
失
を
悼
む
'
い
わ
ば

｢悼
囲
｣
の
文

学
で
あ
-
え
た
と
し
て
も
'
｢愛
国
｣
の
文
学
と
は
見
な
せ
な
い
の

で
は
な
い
か
｡

｢愛
囲
｣
主
義
を
庚
信
の
文
学
に
持
ち
込
ま
ざ
る
を
得
な
い
の
は
'

北
朝
に
封
す
る
怨
恨
を
積
極
的
に
認
め
て
い
る
か
ら
だ
｡
亡
国
の
悲

し
み
を

｢亡
園
の
恨
み
｣
(五
六
三
頁
)
と
し
て
謹
み
替
え
､
そ
れ
を

さ
ら
に
復
讐
心
と
し
て
謹
み
替
え
る
か
ら
こ
そ
'
愛
国
主
義
者
庚
信

の
形
象
が
出
来
上
が
る
｡
果
た
し
て
庚
信
の
文
学
に
は
そ
の
よ
う
な

怨
恨
が
見
出
せ
る
の
だ
ろ
う
か
｡
｢西
貌
下
に
お
け
る
庚
信
の
抵
抗
｣

(第
Ⅱ
部
第
二
章
)
と
題
す
る

一
章
で
は
'
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
｡

筆
者
の
見
る
所
で
は
'
庚
信
は
最
晩
年
に
至
る
ま
で
癒
し
が

し
ゆ･つ

た
い
望
郷
心
と
と
も
に
'

周

粟

を

食
む
負
い
目
を
忘
れ
去
る
こ

と
は
な
か
っ
た
が
'

一
方
や
が
て
北
周
の
高
官
と
し
て
帝
室
よ

-
絶
大
な
信
頼
を
恭
な
-
L
t
晩
年
は
か
な
-
恵
ま
れ
た
環
境

の
中
で
比
較
的
平
穏
な
状
態
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
庚

信
が
精
神
的

･
肉
膿
的
に
苦
境
に
追
い
こ
ま
れ
､
ル
サ
ン
チ
マ

書

評

ン
の
炎
を
燃
し
て
い
た
の
は
最
晩
年
で
は
な
-
､
む
し
ろ
北
遷

し
た
直
後
の
五
五
四
年
秋
よ
-
五
五
六
年
西
魂
に
出
仕
す
る
頃

ま
で
の
'
お
よ
そ
三
年
間
の
こ
と
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

こ
の
期
間
内
に
庚
信
は
梁
朝
よ
-
北
朝
の
高
官

へ
と
急
轄
回
し

て
い
る
の
で
あ
り
'
こ
れ
に
件
な
う
激
し
い
葛
藤
こ
そ
庚
信
の

文
学
を
苦
り
あ
る
も
の
に
し
た
要
因
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

(

二

一
一
頁
)

晩
年
の
庚
信
に
北
朝
へ
の
怨
恨
は
な
か
っ
た
と
す
る
説
は
大
い
に
支

持
し
た
い
が
､
北
遷
直
後
の
庚
信
に

｢
ル
サ
ン
チ
マ
ン
の
炎
｣
を
積

極
的
に
謹
み
取
る
立
場
に
は
賛
同
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
な
ぜ
な

ら
'
本
書
に
引
用
さ
れ
る
庚
信
の
詩
文
は
'
い
ず
れ
も
必
ず
し
も

｢
ル
サ
ン
チ
マ
ン
｣
-

怨
恨
や
復
讐
心
を
想
定
し
な
-
て
も
謹
め

る
か
ら
だ
｡

た
と
え
ば
､
庚
信
の

｢西
魂
へ
の
出
仕
を
断
固
拒
否
し
'
い
つ
か

梁
を
復
興
さ
せ
た
い
と
い
う
強
い
気
概
｣
(二
二
〇
頁
)
を
明
確
に
あ

ら
わ
し
た
作
品
と
し
て
'
著
者
は

｢張
侍
中
の
述
懐
に
和
す
｣
詩
を

翠
げ
て
い
る
｡
こ
の
詩
の
む
す
び
は
次
の
と
お
-
で
あ
る

(詩
の
詩

文
は
本
書
か
ら
引
用
､
以
下
同
じ
)｡
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且
悦
善
人
交

無
疑
朋
有
数

何
時
得
雲
雨

復
見
朔
参
廓

貴
卿
と

善
意
の
こ
も

っ
た
/
親
交
が
あ
る
な
ら
ば
/
友
の
数

な
ど

問
題
で
は
な
い

何
れ
の
日
か

よ
い
時
期
を
得
て
/
我
ら
が
志
し
を

大
空
に

は
ば
た
か
せ
ん

こ
れ
に
封
す
る
著
者
の
コ
メ
ン
ト
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
｡

張
侍
中
と
の
異
境
で
の
交
わ
-
を
喜
び
､
た
と
え
少
数
で
も

韓
順
を
拒
否
し
と
も
に
隠
者
と
し
て
志
を
貫
こ
う
､
そ
し
て

りよう
かく

.R

｢何
れ
の
時
か

雲
雨
を
得
て
/
復
た

参

廓
に
朔
け
る
を
見

ん
｣
と
､
ひ
そ
か
な
決
意
で
結
ぶ
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
思
う
に
､

梁
の
復
興
を
い
つ
の
日
か
果
た
さ
ん
と
の
熱
い
思
い
を
述
べ
た

も
の
で
あ
ろ
う
｡
西
魂

へ
の
か
た
-
な
な
抵
抗
'
そ
れ
が
入
北

直
後
の
庚
信
の
姿
勢
だ

っ
た
の
で
あ
る
｡
(二
二
五
頁
)

た
し
か
に
末
尾
の

一
聯
は
著
者
の
い
う
よ
う
に

｢梁
の
復
興
｣
を
意

固
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が

(保
稀
の
注
は
ま
さ
に
こ

の
説
で
あ
る
)'
こ
の
詩
は
張
侍
中

へ
の
唱
和
詩
で
あ
る
か
ら
'
自
分

と
同
様
に
出
仕
を
拒
む
張
侍
中
へ
の
同
情
と
慰
め
に
重
き
が
置
か
れ

て
い
る
｡
い
つ
か
ま
た
雲
に
乗

っ
て
大
空
に
飛
朔
で
き
る
日
が
乗
る

だ
ろ
う
か
へ
と
い
う
結
び
で
あ
り
'
そ
こ
に
は
江
南

へ
戻
-
た
い
と

い
う
願
望
を
謹
み
取
る
こ
と
は
で
き
る
｡
し
か
し
､
そ
の
よ
う
な
願

望
は

｢梁
を
復
興
さ
せ
た
い
と
い
う
強
い
気
概
｣
に
直
接
的
に
は
結

び
つ
か
な
い
｡
著
者
は
そ
の
後
の
論
考
に
お
い
て
も
'
｢宇
文
泰
の

要
請
を
拒
否
し
た
庚
信
は
､
西
魂
の
権
力
に
屈
さ
ず
t
か
の
緑
を
食

ま
ず
'
-
-
ひ
そ
か
に
梁
室
の
復
興
を
う
か
が
い
'
時
来
た
ら
ば
立

た
ん
と
考
え
て
い
た
よ
う
だ
｣
(二
四
三
頁
)'
｢租
園

へ
の
蹄
遠
と
組

園
の
再
興
を
強
-
願

っ
た
の
は
'
｢死
樹
｣
｢枯
樹
｣
同
然
と
化
し
て

い
た
西
魂
末
-
北
周
初
の
こ
と
｣
(三
八
五
頁
)
と
､
庚
信
の
梁
朝
復

興
に
封
す
る
願
望
に
再
三
言
及
し
て
い
る
｡
そ
し
て
別
の
箇
所
で
は

そ
の
願
望
を

｢｢周
粟
を
食
む
｣
こ
と
を
悲
嘆
L
t
こ
の
新
し
い
状

況
に
か
た
-
な
に
心
を
閉
ざ
し
'
西
魂
と
の
闘
争
を
考
え
た
-
､
ま

た
抵
抗
と
し
て
の
隠
棲
を
選
ぼ
う
と
し
た
｣
(二
八
八
頁
)
と
､
｢西

魂
と
の
闘
争
｣
と
い
う
'
よ
-
強
い
こ
と
ば
で
言
い
換
え
て
い
る
｡

し
か
し
､
本
書
を
通
讃
す
る
か
ぎ
-
庚
信
が
梁
朝
復
興
へ
の
願
い
を
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抱
き
､
西
魂
と
の
闘
争
を
考
え
た
と
す
る
具
膿
的
な
根
椋
は
'
上
に

引
い
た
唱
和
詩

｢何
れ
の
時
か

雲
雨
を
得
て
/
復
た
参
廓
に
朔
け

る
を
見
ん
｣
の
ほ
か
に
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
｡

た
し
か
に

｢哀
江
南
賦
｣
の
l
部
分
や

｢擬
連
珠
｣
｢擬
詠
懐
詩
｣

な
ど
に
は
､
庚
信
の
他
の
詩
賦
に
は
見
ら
れ
な
い
､
き
わ
め
て
強
い

語
気
が
み
と
め
ら
れ
る
か
ら
'
そ
れ
を
怨
嵯
と
呼
ぶ
な
ら
呼
べ
な
く

も
な
い
｡
例
え
ば

｢哀
江
南
賦
｣
に
は
､

俄
火
今
焚
旗

貞
風
今

昔
畳

乃
使
玉
軸
揚
灰

龍
文
折
柱

た
だ

激
し
い
火
が
/
梁
の
軍
旗
を
焼
き
/
貞
し
き
風
が
/
害
毒
を
滅

ぼ
し
た
/
か
-
て

元

帝の
集
め
た
/
寓
巻
の
書
を

灰
と
な

りゆうもん

ら
し
め
/
帝
の
名
剣

龍
文
を
し
て
/
桂
に
打
ち

つ
け
さ
せ

た

の

だ

と
い
う

一節

が
あ
る
｡
こ
れ
は
梁
の
元
帝
の
死
に
つ
い
て
述
べ
た
箇

所
で
あ
る
が
､
庚
信
が
元
帝
に
射
し
て

｢貞
風

塵
を
害
す
｣
'
す

な
わ
ち

｢歴
史
の
貞
し
い
裁
き
を
受
け
て
滅
び
る
蓮
命
に
あ

っ
た
｣

書

評

(四
四
一
頁
)
と
の
許
債
を
下
し
て
い
た
と
す
れ
ば
､
き
わ
め
て
手

厳
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
｡
し
か
し
'
｢哀
江
南
賦
｣
に
は
梁

の
武
帝
や
元
帝
に
封
す
る
批
判
的
態
度
は
兄
い
だ
せ
て
も
'
北
朝
に

封
す
る
怨
恨
は
謹
み
取
れ
な
い
｡
よ
し
ん
ば
そ
の
筆
端
に
怨
瞳
が
あ

ら
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
'
そ
れ
は
南
朝
の
元
帝
に
封
し
て
で
あ
っ

て
､
北
朝
に
射
し
て
で
は
な
い
｡

つ
ま
-
､
庚
信
が
北
朝
に
封
し
て
怨
嵯
を
持

っ
て
い
た
と
す
る
根

楳
は
き
わ
め
て
薄
弱
な
の
で
あ
る
｡
後
代
'

1
部
の
人
々
か
ら
庚
信

が
北
朝
に
批
判
的
な

｢愛
国
主
義
者
｣
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
は

(そ
う
い
っ
た
見
方
が
流
行
す
る
の
は
中
国
文
学
史
の
な
か
で
も
あ
る
〓
疋

の
時
期
に
限
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
が
)､
庚
信
に
北
朝

へ
の
出
仕
を
拒
絶
す

る
詩
賦
が
あ
-
'
ま
た
江
南

へ
の
思
い
を
屡
々
と
し
て
述
べ
た
詩
賦

が
あ
る
た
め
で
あ

っ
て
'
賓
際
に
北
朝

へ
の
怨
嵯
を
ス
ト
レ
ー
ト
に

表
現
し
た
作
品
が
残

っ
て
い
る
た
め
で
は
な
い
の
だ
｡

節
義
の
問
題
も
同
様
で
あ
る
｡
庚
信
が
節
義
の
問
題
で
苦
悩
し
た

の
は
確
か
だ
ろ
う
が
'
こ
れ
も
北
周
へ
の
怨
畦
や
復
讐
心
に
は
直
結

し
な
い
｡
た
と
え
ば
'
漠
の
蘇
武
を
め
ぐ
る
逸
話
か
ら
､
我
々
は
頑

と
し
て
敵
に
降
伏
し
な
い
彼
の
節
義
を
謹
み
取
る
こ
と
は
で
き
て
も
､
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旬
奴

へ
の
積
極
的
な
復
讐
心
を
謹
み
取
る
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
｡

庚
信
が
あ
る
時
期
に
遵
守
し
ょ
う
と
し
た
の
は
人
臣
と
し
て
の
節
義

な
の
で
あ

っ
て
､
そ
れ
は
租
園
を
滅
ぼ
し
た
北
朝
に
是
が
非
で
も
復

讐
し
ょ
う
と
い
う
民
族
意
識
や
愛
国
心
と
は
直
別
さ
れ
る
べ
き
だ
｡

そ
も
そ
も
'
昔
時
の
北
朝
の
士
人
た
ち
は
庚
信
の
作
品
に

｢怨

嵯
｣
や

｢愛
国
心
｣
を
み
と
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
も
し
北
朝

へ
の
怨
嵯
が
に
じ
み
出
て
い
た
と
す
る
な
ら
'
そ
れ
ら
が
北
朝
で
編

纂
さ
れ
た
康
信
の
別
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
は
ど
う
い
う
わ
け
だ

ろ
う
｡
よ
-
知
ら
れ
る
よ
う
に
現
存
す
る
庚
信
の
詩
文
の
大
半
は
北

朝
期
の
作
で
あ
-
'
北
朝
期
の
作
品
は
彼
の
生
前
に
別
集
に
ま
と
め

ら
れ
て
い
る
｡
よ
し
ん
ば
往
年
の
庚
信
に
北
朝

へ
の
怨
瞳
を
直
接
的

に
あ
ら
わ
し
た
詩
賦
が
あ
っ
た
に
し
て
も
'
そ
の
よ
う
な
詩
賦
が
北

朝
に
お
い
て
別
集
に
入
れ
ら
れ
る
と
は
考
え
に
-
い
｡
｢怨
嵯
｣
と

い
う
庚
信
の
賓
作
に
直
接
見
ら
れ
な
い
要
素
を
仮
想
し
な
い
で
彼
の

人
物
像
を
再
構
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
｡
以
上
が
著

者
の
論
に
封
す
る
評
者
の
慣
ら
ざ
る
感
想
で
あ
る
｡

㈲

｢詩
的
表
象
｣
に
関
す
る
議
論

つ
ぎ
に
'
本
書
の
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
で
あ
る

｢詩
的
表
象
｣
に

つ
い
て
梱
れ
て
お
き
た
い
｡
作
品
の
生
ま
れ
た
政
治
的

･
文
化
的
背

景
を
史
料
の
綿
密
な
考
護
に
も
と
づ
い
て
細
部
ま
で
復
元
す
る
作
業

は
'
中
国
文
学
研
究
と
い
う
場
に
お
い
て
必
須
で
あ
る
｡
文
学
者
の

博
記
は
政
治
史
と
密
接
に
関
わ

っ
て
お
-
'
政
治
史
の
文
脈
を
無
税

し
て
文
学
作
品
を
論
じ
た
と
し
て
も
'
も
は
や
讃
者
は
納
得
し
な
い
｡

し
か
し
､
想
像
力
を
刺
激
す
る
斬
新
な
作
品
論
を
求
め
る
讃
者
に
と

っ
て
は
'
政
治
史
か
ら
の
謹
み
解
き
だ
け
で
は
物
足
-
な
さ
を
感
ず

る
場
合
も
あ
る
｡
著
者
の

｢詩
的
表
象
｣
を
め
ぐ
る
議
論
'
な
か
で

も
宮
腰
詩
賦
に
関
す
る
論
考
は
'
こ
の
よ
う
な
相
反
す
る
讃
者
の
要

求
を
同
時
に
満
た
し
て
く
れ
る
｡

庚
信
の
作

っ
た
賦
の
な
か
に
は
宮
腰
詩
に
似
た
風
格
を
持
つ
も
の

が
あ
る
｡
著
者
は
こ
れ
ら
を

｢宮
腰
賦
｣
(五
八
頁
)
と
名
付
け
て
い

る
｡
周
知
の
ご
と
-
'
梁
武
帝
の
中
大
通
三

(五
三
一
)
年
'
晋
安

王
粛
綱
は
昭
明
太
子
の
急
逝
に
と
も
な
い
新
た
に
太
子
の
座
に
就
き
'

宮
腰
詩
の
推
進
を
園
る
｡
こ
の
宮
倦
詩
の
流
行
に
つ
い
て
､
従
来
は
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粛
綱
が
兄
昭
明
太
子
の
謹
厳
な
文
学
観
と
差
別
化
を
測
る
た
め
'
匪

存
の
文
学
界
の
潮
流
を
饗
革
す
べ
-
宮
髄
詩
を
推
進
し
た
の
だ
と
説

明
し
て
き
た
｡
し
か
し
粛
綱
個
人
の
文
学
的
志
向
に
重
き
を
置
-
梶

来
の
説
で
は
'
文
学
史
上
に
き
わ
め
て
顕
著
な
こ
の
宮
髄
詩
の
流
行

と
い
う
現
象
を
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
そ
こ
で
著
者

は
'
宮
佳
詩
の
生
ま
れ
た
必
然
性
に
つ
い
て
政
治
史
の
文
脈
か
ら
論

理
的
に
説
明
し
よ
う
と
試
み
る
｡

徐
摘
ら
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
宮
腰
詩
に
射
し
､
普
初
梁
の
武
帝

は
融
合
風
紀

へ
の
影
響
を
懸
念
し
て
い
た
｡
著
修
を
晴
好
す
る
常
時

の
杜
合
的
風
潮
の
も
と
で
は
､
艶
情
の
詩
は
風
紀
の
悪
化
に
拍
車
を

か
け
か
ね
な
い
か
ら
だ
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
宮
腰
詩
が
推
進
さ
れ
た

の
は
な
ぜ
か
｡
著
者
の
見
解
は
つ
ぎ
の
と
お
-
で
あ
る
｡
下
唇
士
人

が
経
済
面
に
お
い
て
賓
力
を
つ
け
て
き
た
昔
時
'
下
層
士
人
と
上
屠

貴
族
が
圃
結
し
て
皇
室
の
中
央
集
権
佳
制
を
動
揺
さ
せ
る
恐
れ
が
あ

っ
た
｡
彼
ら
の
圏
結
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
､
皇
室
は
士
人

･
貴
族
と

の
連
繋
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
'
強
化
し
て
お
-
必
要
が
あ
る
｡
そ

の
よ
う
な
政
治
的
配
慮
の
も
と
'
宮
腰
詩
は
皇
帝
と
士
人

･
貴
族
を

繋
ぐ
紐
帯
と
し
て
'
す
な
わ
ち
彼
ら
の

｢連
帯
感
の
政
治
的
シ
ン
ポ

書

評

ル
｣
(
一
八
頁
)
と
し
て
'
機
能
す
る
よ
う
に
な
る
｡
斉

･
梁
期
に
啓

が
多
-
作
ら
れ
る
の
も
こ
の

｢皇
室
-

貴
族
｣
の
主
従
関
係
強
化
に

関
連
が
あ
る
と
'
著
者
は
別
の
箇
所
で
指
摘
し
て
い
る
｡
(六
一
二

頁
)以

上
に
紹
介
し
た
宮
腰
詩
流
行
に
つ
い
て
の
考
察
は
､
い
わ
ば
文

学
史
上
の
あ
る
現
象
を
社
食
的
背
景
か
ら

｢外
的
｣
に
説
明
し
た
も

の
で
あ
る
が
､
著
者
は
宮
健
詩
の
流
行
を
政
治
の
力
学
だ
け
で
説
明

し
ょ
う
と
は
し
な
い
｡
こ
の
よ
う
な

｢外
的
要
素
｣
と
平
行
し
て
'

宮
腰
詩
そ
れ
自
健
に
流
行
を
お
こ
さ
せ
る
よ
う
な

｢内
的
要
素
｣
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
｡
現
在
'
宮
腰
詩
に
つ
い
て
は
詩

律

･
聾
律
か
ら
の
分
析
､
民
間
歌
謡
と
の
比
較
'
儒
教
文
学
か
ら
の

影
響
な
ど
､
さ
ま
ざ
ま
な
方
面
か
ら
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
､

い
ま
だ

｢肝
心
の
文
学
作
品
そ
の
も
の
と
し
て
の
宮
倦
詩
の
魅
力

･

評
債
に
関
す
る
研
究
｣
は
貧
弱
で
あ
る
と
い
う

(二
六
頁
)｡
宮
腰
詩

そ
の
も
の
に
内
在
す
る
､
流
行
を
必
然
に
し
た
内
的
な
要
素
､
す
な

わ
ち

｢宮
腰
詩
の
文
学
的
内
賓
｣
(同
上
)
を
把
握
す
る
た
め
'
著

者
は
作
品
論
を
展
開
し
て
ゆ
-
の
で
あ
る
｡

｢
フ
ラ
テ
I
シ
ョ
ン
｣
､
｢
テ
オ
ー
リ
ア
｣
､
｢
ブ
ド
ワ
-
ル
｣
'
｢イ
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メ

-
ジ
ャ
リ
I
｣
-

｢望
郷
詩
人
｣
庚
信
に
つ
い
て
語
る
と
き
､

こ
の
よ
う
な
西
洋
由
来
の
概
念
を
大
勝
に
用
い
た
論
者
が
'
か

つ
て

あ

っ
た
だ
ろ
う
か
｡
上
下
巻

一
二

〇
〇
頁
と
い
う
破
格
の
ボ
リ
ュ
ー

ム
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
'
本
書
を
播

い
て
ま
ず
驚
か
さ
れ
る
の
は
'

王
朝
交
代
期
と
い
う
政
治
色

の
き
わ
め
て
濃
厚
な
時
代
を
生
き
た
庚

信
の
詩
賦
を
､
拝
情
的
な
文
蛮
作
品
と
し
て
批
評
し
ょ
う
と
す
る
そ

の
斬
新
な
態
度
で
あ
る
｡
そ
の
な
か
で
も
最
も
重
要
な
論
考
の
ひ
と

つ
が
'
次
に
紹
介
す
る

｢鏡
賦
｣
論

(第
Ⅰ
部
第
三
章
)
だ
｡

著
者
は
ま
ず
'
鏡
を
詠
じ
た
詩
賦
が
梁
代
に
盛
ん
に
作
ら
れ
た
こ

と
を
確
認
す
る
た
め
､
庚
信
に
先
立

つ
梁
の
詩
人
の

｢詠
鏡
｣
詩
を

紹
介
す
る
｡
｢詠
鏡
｣
詩

の
流
行
が
詠
物
詩
の
蔑
展
と
密
接
に
係
わ

る
こ
と
は
も
は
や
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
｡
た
と
え
ば
高
爽
の
詩

は
､

言
照
長
相
守

不
照
長
相
思

(集
光
の
日
々
に
は
)
わ
が
身
を

鏡
に
映
し
/
ず

っ
と

1
途
に

守

っ
て
き
た
/
恩
寵
が

遠
の
-
よ
う
に
な

っ
て
か
ら
は
/
吹

す
こ
と
も

な
-
な

っ
た
け
れ
ど
/
で
も
埜
わ
ら
ず
に

お
慕

い
し
て
き
た
わ

と
あ
る
よ
う
に
'
閏
怨
詩
で
あ
る
｡
何
蓮
の
詩
は
'

朝
為
出
繭
眉

試
染
夫
桃
色

生
ま
れ
た
ば
か
-
の
/
み
ず
み
ず
し
い

眉
を
か
き
/
取
れ
た

て
の
桃
の
/
若
々
し
い

頬
紅
を
ぬ

っ
て
み
る

の
よ
う
に
鏡
に
向
か

っ
て
化
粧
す
る
女
性
の
様
子
を
描

い
て
い
る
が
'

末
尾
に蕩

子
行
末
蹄

噂
粧
坐
相
憶

ひ
と

あ
あ

あ
の
夫
は

/
行
っ

た
き
り

ま
だ
掃

っ
て
こ
な
い
/
せ

っ
か
-
の

お
化
粧
も
/
涙
ま
じ
り
に

な

っ
て
し
ま

っ
て
/

今

頃

あ
の
夫
/
ど
う
し
て
る
か
し
ら

と
あ
る
こ
と
か
ら
や
は
り
閏
怨
詩
で
あ
る
｡
つ
づ
-
朱
超
道
の
詩
も

安
叙
釧
濁
響

刷
賓
袖
倶
移

唯
余
心
裏
恨

影
中
恒
不
知

118



か
ん
ぎ
し

銀

も

ブ
レ
ス
レ
ッ
ー
も
/
こ
ん
な
感
じ
で

い
い
わ
/
よ

く
音
が

響
-
み
た
い
/
髪
の
具
合
や

袖
の
具
合
も
/
大
丈

夫
の
よ
う
/
さ
あ

一
緒
に

移
動
し
ま
し
ょ
う

と
こ
ろ
で

鏡
の
中
の
影
さ
ん
/
あ
な
た
は

い
つ
も
ご
存
じ

な
い
よ
う
ね
/
私
の
心
の
奥
の

秘
め
た
恨
み
を

と
'
や
は
-
同
種
の
趣
向
で
あ
る
｡
女
性
の
身
支
度
の
様
子
を
巧
み

に
描
い
た
梁
代
の

｢詠
鏡
｣
詩
を
概
観
し
た
あ
と
､
著
者
は
つ
ぎ
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
宮
女
ら
は
'
眉

･
頻

･
か
ん
ざ
し

･
髪

･
袖
と

い
っ
た
具
合
に
'
鏡
の
中
の
自
分
の
あ
れ
こ
れ
に
美
を
探
求
す

る
よ
う
に
な
る
｡
そ
れ
は
ま
た
人

(こ
こ
で
は
圭
に
貴
顕
-

原

注
)
に
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
'
他
者
の
眼
差
し
に
封
す
る
強

い
自
意
識
を
促
す
｡
(五
七
貞
)

こ
こ
で

｢自
意
識
｣
と
い
う
言
葉
が
で
て
-
る
｡
官
女
は
鏡
と
い
う

道
具
に
向
か
い
合
う
と
き
､
同
時
に
ふ
た
つ
の
経
験
を
す
る
｡
ひ
と

つ
は
'
美
し
-
飾
ら
れ
た
自
分
に
見
と
れ
る
自
己
陶
酔
的
な
経
験
で

あ
り
'
も
う
ひ
と
つ
は
自
分
の
鏡
像
と
い
う

｢他
者
｣
に
見
つ
め
ら

れ
る
経
験
で
あ
る
｡
と
り
わ
け

｢他
者
｣
か
ら
見
つ
め
ら
れ
る
と
い

書

評

う
経
験
は
､
自
分
が
他
人
か
ら
ど
う
思
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う

｢自

意
識
｣
を
官
女
に
促
す
と
'
著
者
は
論
じ
て
い
る
｡

宮
女
ら
か
ら
す
れ
ば
顛
貴
ら
の
視
線
は
'
自
ら
の
薄
い
皮
膜

を
は
ぎ
と
-
硯
責
を
む
き
出
し
に
す
る
恐
怖
の
刀
に
ほ
か
な
ら

な
い
｡
そ
の
よ
う
な
鋭
利
な
眼
光
を
向
け
ら
れ
る
や
､
官
女
は

狼
狽
し
身
を
隠
蔽
し
ょ
う
と
す
る
衝
動
に
駆
ら
れ
る
｡
こ
の
窮

状
を
解
決
す
る
に
は
､
ま
す
ま
す
鏡
に
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
｡
か
く
て
明
る
い
鏡
面
か
ら
は
､
失
望
感
や
陶
酔
感
'

蓋
恥
心
や
自
負
心
な
ど
の
入
-
交
じ
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
溜
息
や

心
情
が
吐
露
さ
れ
て
-
る
｡
ま
た
昔
時
の
鏡
は
'
金
属
製
だ
か

ら
少
し

｢放
物
｣
に
な
る
と
'
-
ち
-
を
生
じ
や
す
い
｡
そ
れ

は
詩
の
隠
職
と
し
て
は
､
容
貌
の
衰
え
と
恩
寵
の
途
絶
え
な
ど

を
暗
示
す
る
含
み
の
あ
る
も
の
と
な
る
｡
こ
の
よ
う
な
素
材
は

宮
廷
詩
人
ら
に
格
好
の
話
題
を
提
供
す
る
よ
う
に
な
-
'
こ
う

し
て
梁
代
に
､
鏡
に
向
か
う
官
女
の
様
子
を
描
い
た
詩
句
が
著

し
-
替
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
(同
前
)

庚
信
の

｢鏡
賦
｣
も
梁
代
の
他
の
詩
人
と
同
様
､
官
女
の
身
支
度
の

様
子
を
細
や
か
に
措
い
て
い
る
｡
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量
警
賓
之
長
短

度
安
花
之
相
去

懸
嫡
子
於
掻
頭

拭
奴
梁
於
粉
架

撃
や
髪
が

長
い
か
短
い
か
/
あ
れ
こ
れ

気
に
な
る
わ
/
お

花
の
位
置
は

い
い
か
し
ら
/
離
れ
具
合
は

ど
う
か
し
ら

か
ん
ざ
L
に
は

か
わ
い
い
/
節
-
を
付
け
ま
し
ょ
う
/
そ
の

軸
の
芯
は

化
粧
綿
で
/
き
れ
い
に

ぬ
ぐ
い
ま
し
ょ
う

著
者
の
コ
メ
ン
ト
は
次
の
と
お
り
｡

宮
女
は

｢警
髪
の
長
短
｣
や
花
飾
-
の
位
置
関
係
な
ど
を
気

に
L
t
い
ろ
い
ろ
手
直
し
に
鎗
念
が
な
い
｡
｢嫡
子
-
'
銀
梁

-
｣
の
二
句
は
難
し
い
が
､
か
ん
ざ
L
に
付
け
る
飾
-
を
何
に

す
る
か
で
ひ
と
苦
努
L
t
あ
げ
く
は
か
ん
ざ
し
の
軸
の
棒
ま
で
､

化
粧
綿
で
ぬ
ぐ
う
ほ
ど
の
念
の
入
れ
よ
う
で
あ
る
こ
と
を
い
お

う
｡
化
粧
も
こ
こ
ま
で
-
る
と
い
さ
さ
か
度
が
過
ぎ
る
が
'
じ

つ
は
そ
の
過
剰
な
美
意
識
に
こ
そ
興
趣
を
兄
い
だ
し
て
い
る
の

で
あ
る
｡
(七
二
頁
)

男
性
貴
族
た
ち
は
'
彼
女
た
ち
の
装
い
が
手
の
込
ん
だ
も
の
で
あ
れ

ば
あ
る
ほ
ど
'
そ
こ
に
美
意
識
を
感
ず
る
｡
し
た
が
っ
て
､
官
女
た

ち
は
鏡
の
な
か
の
自
分
に
見
つ
め
ら
れ
る
だ
け
で
な
-
､
男
性
貴
族

ら
の
好
奇
の
視
線
を
も
あ
つ
め
て
い
る
と
い
え
る
｡
こ
の
よ
う
な
外

部
か
ら
自
己
へ
と
向
か
っ
て
-
る
視
線
に
気
付
-
こ
と
'
こ
れ
を
著

者
は

｢眼
の
新
し
い
経
験
｣
(七
三
頁
)
と
名
付
け
て
い
る
｡

以
上
の
著
者
の
説
を
少
し
整
理
し
て
み
よ
う
｡
寵
愛
を
失
い
顧
み

ら
れ
な
-
な
っ
た
女
性
の
悲
し
み
を
う
た
っ
た
詩
歌
は
古
-
か
ら
存

在
し
た
が
､
そ
の
よ
う
な
悲
し
み
を
文
学
的
関
心
事
と
し
て
大
き
-

と
-
あ
げ
た
の
が
昔
時
の
梁
朝
の
貴
族
で
あ
っ
た
｡
梁
代
に

｢愛
を

喪
失
し
た
女
性
の
美
に
封
す
る
美
意
識
が
急
速
に
進
展
し
た
｣
(八

二
頁
)
の
は
､
鏡
と
い
う
道
具
に
大
い
に
関
連
す
る
｡
鏡
に
向
か
う

こ
と
で
､
人
は
自
分
を
見
つ
め
る

｢他
者
｣
を
意
識
し
'
さ
ら
に
は

そ
の

｢他
者
｣
を
外
か
ら
眺
め
る
も
う
ひ
と
り
の
自
分
の
存
在
に
つ

い
て
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
｡
こ
の
よ
う
な
人
の
意
識
の
分
化
､
す

な
わ
ち

｢新
し
い
眼
の
経
験
｣
が
お
こ
る
と
'
男
性
は
そ
の
分
節
化

の
進
ん
だ
高
度
な
意
識
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
多
面
的
な
美
を
女
性

に
求
め
､

一
方
の
女
性
は
そ
の
要
求
に
歴
う
る
べ
-
ま
す
ま
す
多
様

に
飾
-
立
て
る
｡
こ
う
し
て
男
性
貴
族
の
間
で
は

｢愛
を
喪
失
し
た
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女
性
の
美
｣
に
封
す
る
興
趣
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
-
の
で
あ
る
｡
著

者
自
身
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
｡

鏡
像
と
い
う
虚
構
を
介
す
る
こ
と
で
'
女
性
美
が
葦
期
的
に

豊
か
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
､
中
国
詩

歌
史
上
､
身
健
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
を
前
面
に
押
し
出
し
た

｢鏡

の
テ
オ
ー
リ
ア

(観
照
)｣
が
'
は
じ
め
て
確
立
し
た
こ
と
を

意
味
す
る
｡
(八
二
頁
)

さ
て
､
官
女
の
仕
草
を
巧
み
に
措
い
た
宮
腰
詩
の
行
間
に
､
梁
代

の
詩
人
の
洗
練
さ
れ
た
言
語
感
覚
を
謹
み
取
-
､
ひ
い
て
は
人
間
の

｢自
意
識
｣
や

｢観
照
｣
の
能
力
に
ま
で
接
近
し
て
ゆ
-
著
者
の
論

考
は
讃
者
の
知
的
好
奇
心
を
-
す
ぐ
っ
て
や
ま
な
い
｡
し
か
し
'
率

直
な
感
想
を
い
え
ば
評
者
に
は
理
解
し
が
た
い
と
こ
ろ
が
い
く
つ
か

あ
っ
た
｡

ま
ず
､
鏡
自
憶
は
古
-
か
ら
あ
る
の
に
'
な
ぜ
梁
代
に
と
く
に
意

識
の
分
化
が
進
み
､
人
間
の

｢自
意
識
｣
が
芽
生
え
た
の
か
｡
｢詠

鏡
｣
詩
の
流
行
と
鏡
を
通
じ
た

｢自
意
識
｣
の
覚
醒
と
を
結
び
つ
け

る
そ
の
着
想
は
面
白
い
が
'
賓
際
に
は
両
者
の
間
に
は

｢鏡
｣
と
い

う
共
通
項
し
か
な
い
｡
梁
代
に
お
け
る
鏡
の
特
殊
性
に
つ
い
て
十
分

書

評

に
論
じ
な
け
れ
ば
'
｢自
意
識
｣
の
覚
醒
や

｢新
し
い
眼
の
経
験
｣

を
こ
の
時
期
特
有
の
現
象
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

で
は
な
い
か
｡

つ
ぎ
に
､
著
者
は

｢身
膿
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
を
前
面
に
押
し
出
し

た

｢鏡
の
テ
オ
ー
リ
ア

(観
照
)｣｣
と
い
う
け
れ
ど
も
'
自
ら
の
姿

を
自
己
陶
酔
的
に
眺
め
る

｢
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
｣
的
態
度
と
､
自
ら
を

冷
静
に
客
健
化
し
て
見
つ
め
る

｢観
照
｣
の
態
度
と
は
､
評
者
に
は

全
-
別
の
あ
-
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
過
剰
な

｢自
意
識
｣
に
は
し
ば

し
ば
自
己
陶
酔
が
含
ま
れ
る
｡
宮
廷
詩
人
た
ち
は
そ
の
よ
う
な

｢自

意
識
｣
に
目
覚
め
た
宮
女
に

｢美
意
識
｣
を
感
じ
､
彼
女
た
ち
の
仕

草
や
心
情
を
巧
み
に
描
い
た
と
い
う
の
が
著
者
の
議
論
で
あ
っ
た
｡

そ
の
議
論
の
な
か
に
は
､
宮
廷
詩
人
た
ち
が
鏡
を
通
じ
て
自
己
を

｢観
照
｣
し
た
と
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
｡
鏡
に
向
か
っ
て
自
己
を

｢観
照
｣
し
う
る
と
す
れ
ば
官
女
自
身
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
'
彼
女

ら
は
自
己
陶
酔
的
な

｢自
意
識
｣
を
持
っ
た
人
物
と
し
て
描
か
れ
る

の
み
で
あ
る
｡
こ
こ
に
論
理
の
す
-
替
え
が
あ
る
｡
著
者
は
'
自
己

陶
酔
を
含
ん
だ
視
野
の
狭
い

｢自
意
識
｣
と
'
自
我
と
は
何
か
を
問

う
観
照
の
態
度
と
を
等
置
し
て
'
そ
の
両
者
を
ひ
と
つ
の

｢自
意
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識
｣
と
い
う
言
葉
で
論
じ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
｡

本
書
に
お
い
て

｢自
意
識
｣
は
庚
信
の
文
学
の
本
質
に
関
わ
る
概

念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は

｢鏡
賦
｣
論
の
以
下
の
箇
所

か
ら
も
分
か
る
｡

こ
の
種
の
鋭
敏
な
自
意
識
の
伸
長
こ
そ
は
'
じ
つ
は
後
年
の

庚
信
文
学
の
根
幹
と
な
る
も
の
だ
っ
た
と
い
う
鮎
で
あ
る
｡
つ

ま
-
､
｢枯
樹
賦
｣
｢擬
詠
懐
詩
｣
｢擬
連
珠
｣
な
ど
に
見
ら
れ

る
'
あ
の
過
剰
な
自
意
識
の
表
現
の
深
い
根
は
'
じ
つ
は
こ
の

鏡
の
文
学
と
深
-
関
連
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
｡
(同
前
)

著
者
は

｢枯
樹
賦
｣
｢擬
詠
懐
詩
｣
｢擬
連
珠
｣
な
ど
の
詩
賦
を
'
庚

信
が
西
魂
へ
の

｢北
遷
｣
を
経
験
し
て
間
も
な
い
頃
の
作
と
し
て
い

る
｡
常
時
の
康
信
は
西
魂
に
出
仕
す
べ
き
か
否
か
苦
悶
し
て
い
た
｡

そ
の
こ
ろ
の
作
品
の
ひ
と
つ

｢小
園
賦
｣
に
つ
い
て
'
著
者
は
次
の

よ
う
に
論
じ
て
い
る
｡

庚
信
の
意
識
の
中
で
は
､
-
-
し
だ
い
に
天
命
の
西
親
へ
の

移
行
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
が
､
こ
の

よ
う
な
解
梓
が
己
の
無
節
操
の
糊
塗
に
堕
す
る
こ
と
を
'
首
の

庚
信
が
気
づ
か
ぬ
わ
け
も
な
い
｡
さ
れ
ば
'
己
の
中
の
欺
臓
を

さ
な
が
ら
江
南
時
代
の
鏡
の
自
意
識
の
よ
う
に
問
い
､
さ
ら
に

苦
悩
の
底
に
沈
潜
し
て
い
っ
た
も
の
の
ご
と
-
に
思
わ
れ
る
｡

(二
七
七
頁
)

出
仕
か
否
か
を
め
ぐ
っ
て
周
囲
の
視
線
を
気
に
す
る
心
理
状
態
は
､

官
女
の

｢自
意
識
｣
と
共
通
鮎
が
あ
る
と
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
｡
し

か
し
'
そ
の
よ
う
な
官
女
的
な

｢自
意
識
｣
は
､
著
者
の
論
考
の
な

か
で
し
だ
い
に
自
己
の
観
照
へ
と
す
-
替
え
ら
れ
て
い
-
｡
梁
朝
史

の
叙
述
と
自
博
的
叙
述
の
ふ
た
つ
の
側
面
を
持
つ

｢哀
江
南
賦
｣
に

つ
い
て
､
著
者
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

動
乱
の
中
で
己
の
探
る
べ
き
基
盤
を
根
こ
そ
ぎ
喪
失
し
た
庚

信
の
状
況
を
考
え
た
時
'
彼
が
心
の
中
で
梁
朝
の
盛
衰
に
お
け

る
自
己
を
再
確
認
し
'
そ
れ
を
通
し
て
今
後
の
自
身
の
可
能
性

を
探
る
の
は
常
然
の
こ
と
で
あ
る
｡
庚
信
は
時
に
絶
望
感
や
屈

辱
感
に
襲
わ
れ
な
が
ら
も
'
あ
ら
ゆ
る
物
が
堰
を
切
っ
て
流
動

化
す
る
情
勢
下
で
自
己
を
見
失
わ
ぬ
た
め
に
'
い
な
'
も
っ
と

冷
静
に
自
己
を
見
つ
め
る
た
め
に
も
'
こ
の

｢哀
江
南
賦
｣
を

執
筆
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
｡
す
な
わ
ち
､

｢哀
江
南
賦
｣
を
綴
る
こ
と
は
'
取
-
も
直
さ
ず
自
己
の
新
た
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な
方
向
の
模
索
の
上
で
も
'
不
可
鉄
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
.
(
lL
九
八
頁
)

著
者
の
説
に
よ
れ
ば
'
庚
信
は
時
代
の
流
れ
と
自
己
の
あ
-
方
を
冷

静
に
見
つ
め
る
た
め
に

｢哀
江
南
賦
｣
を
構
想
し
た
こ
と
に
な
る
｡

積
け
て
い
う
｡

庚
信
の
こ
の
深
い
自
己
凝
視
の
姿
勢
は
､
｢鏡
賦
｣
の
考
察

の
所
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
'
昔
時
に
あ
っ
て
は
稀
な
ほ
ど
強

い
と
感
じ
ら
れ
る
｡
そ
れ
は
､
北
朝
に
移

っ
て
後
の
庚
信
の

｢知
余
｣
表
現
に
至
る
ま
で
'
彼
の
自
意
識
の
か
っ
た
表
現
行

為
と
し
て
1
貫
し
て
い
-
も
の
で
あ
る
｡
(同
前
)

上
に
引
い
た

一
段
で
は
'
自
己
を
冷
静
に
見
つ
め
る

｢自
己
凝
税
の

姿
勢
｣
が
'
｢鏡
賦
｣
論
の

｢自
意
識
｣
の
ほ
ぼ
同
義
語
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
の
が
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
も
し

｢哀

江
南
賦
｣
を
作
っ
た
頃
の
庚
信
に
'
自
己
を
時
代
と
の
位
相
に
お
い

て
捉
え
る
冷
静
な
視
座
が
備
わ
っ
て
い
た
と
す
る
な
ら
､
昔
時
の
彼

は
す
で
に
自
己
陶
酔
的
な
視
野
の
狭
い

｢自
意
識
｣
か
ら
脱
却
L
t

冷
静
に
自
己
を

｢観
照
｣
で
き
る
境
地
に
達
し
て
い
た
の
で
は
な
い

か
｡
評
者
に
は
庚
信
の
詩
賦
に
そ
こ
ま
で
の
高
い
精
神
性
を
謹
み
取

書

評

る
力
は
な
い
｡
た
だ
､
著
者
の
論
考
を
謹
む
か
ぎ
-
で
は
そ
の
よ
う

に
理
解
す
る
方
が
安
富
な
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
｡

さ
ら
に
'
著
者
は
鏡
を
詠
じ
た
詩
賦
を
､
庚
信
の
作
､
他
者
の
作

と
も
に
女
性
の
一
人
稀
と
し
て
諾
出
し
て
い
る
｡
青
年
期
の
庚
信
に

は

｢婦
女
の
立
場
｣
に
立
っ
た
も
の
が
多
い
と
著
者
は
指
摘
し
て
い

る
が

(
一
〇
四
頁
)'
女
性
に
ま
つ
わ
る
詩
歌
を

一
人
稀
と
し
て
取
-

扱
う
の
に
は
怪
童
を
要
す
る
の
で
は
な
い
か
｡
確
か
に

｢妾
心
日
巳

乱
､
秋
風
鳴
紳
枝
｣
(庚
信

｢度
開
山
｣
詩
､
本
書
一
〇
七
頁
)
の
よ
う

に

｢妾
｣
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
場
合
は
女
性
の
一
人
稀
と
し
て

理
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
.
で
は
'
｢鏡
賦
｣
の
次
の
T
節
は
ど

う
か
｡暫

設
粧
奄
､
還
抽
鏡
雁
｡
競
学
生
情
､
争
憐
今
世
｡
肇
奔
放
略
'

眉
平
猶
剃
｡

こ
の
部
分
の
著
者
の
講
と
解
説
は
以
下
の
通
-
で
あ
る
｡

【
詳
】
し
ば
ら
-

化
粧
箱
を
置
き
/
ま
た
鏡
量
の
引
き
出
し

を
開
け
て

(お
化
粧
に
精
を
出
さ
な
け
れ
ば
)
/
さ
あ

生
き
ざ

ま
を

学
び
ま
し
ょ
う
/
今
の
世
相
を

大
切
に
し
ま
し
ょ
う

/
負
け
て
な
ん
か

い
ら
れ
な
い
わ
/
髪
は

き
れ
い
に
そ
ろ
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中
開
文
学
報

第
七
十
筋

え
て
/
と
と
の
え
な
け
れ
ば
/
眉
も

た
い
ら
に
し
て
/
き
ち

ん
と

剃
ら
な
け
れ
ば

【
解
説
】
宮
女
ら
に
と
っ
て
､
愛
と
は
安
ら
ぎ
で
は
な
い
｡
激

し
い
闘
い
だ
っ
た
｡
勇
気
を
も
っ
て
争
う
べ
き
と
き
は
争
わ
ね

ば
な
ら
な
い
｡
庚
信
は
､
そ
ん
な
異
常
な
闘
争
心
を
'

競
い
撃
ぽ
ん

生
情
を

争
い
憐
ま
ん

今
世
を

と
詠
ん
で
み
せ
た
｡
梁
朝
の
宮
廷
詩
は
愛
の
獲
得
に
燃
え
'
ま

た
そ
の
喪
失
を
絶
え
ず
恐
れ
る
､
官
女
の
繊
細
な
心
を
-
り
返

し
描
出
し
た
が
'
そ
の
中
で
も
庚
信
の
こ
の
表
現
は
'
愛
の
勝

敗
に
命
を
賭
け
る
宮
女
ら
の
胸
の
内
を
え
ぐ
-
取
っ
た
'
じ
つ

に
生
々
し
い
も
の
で
あ
る
｡
(七
〇
頁
)

評
者
か
ら
見
れ
ば
､
上
に
引
い
た

｢鏡
朕
｣
の
一
節
は
女
性
の
猫
白

と
し
な
-
と
も
'
文
字
通
-
宮
廷
詩
人
が
女
性
の
化
粧
を
外
側
か
ら

｢賦
し
た
｣
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
し
､
｢競
学
生
情
'
争
憐
今

世
｣
の
二
句
は
生
々
し
き
よ
-
も
､
む
し
ろ
通
俗
的
な
情
緒
を
措
い

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
｡

女
性
の
一
人
稀
で
詩
賦
が
課
さ
れ
'
そ
れ
に
野
す
る
著
者
の
コ
メ

ン
ー
も
拝
情
的
で
熱
が
こ
も
っ
て
い
る
た
め
､
著
者
の
論
考
か
ら
は

閑
居
の
女
性
た
ち
に
非
常
な
同
情
を
寄
せ
'
女
性
に
な
-
き

っ
て
詩

賦
を
作
る
庚
信
の
姿
が
思
い
浮
か
ん
で
-
る
｡
著
者
は

｢封
燭
賦
｣

｢燈
賦
｣
論

(第
Ⅰ
部
第
四
章
)
に
お
い
て
'
ほ
の
暗

い
明
か
-
に

照
ら
さ
れ
る
燭
童
を

｢
そ
の
と
き
ま
さ
に
魅
惑
の
オ
ブ
ジ
ェ
と
い
っ

た
表
情
を
見
せ
る
｣
(八
九
頁
)
と
許
し
､
昔
時
は
高
級
品
で
あ
っ
た

燈
油
に
つ
い
て

｢ま
さ
に
豪
華
な
ロ
マ
ン
を
演
出
す
る
｣
(九
〇
頁
)

と
論
ず
る
｡
と
も
し
び
の
前
に
た
た
ず
む
女
性
に
つ
い
て
は
'

こ
の
火
の
優
し
さ
'
切
な
さ
｡
-
-
女
性
は
'
た
だ
さ
さ
や

か
な
燃
焼
と
な
-
純
粋
な
思
い
と
な
る
こ
と
で
'
自
ら
の
愛
を

具
現
し
ょ
う
と
欲
し
て
い
る
よ
う
だ
｡
夜
明
け
の
後
に
は
'
長

い
時
を
堪
え
忍
ぶ
妻
の
も
の
憂
い
時
が
待
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
｡

-
康
信
は
'
そ
ん
な
女
性
の
視
線
で
こ
の
既
を
つ
づ
っ
て
い
る

の
で
あ
る
｡
(九
五
頁
)

の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
｡
し
か
し
'
昔
時
社
交
の
場
に
お
い

て
流
行
し
た
､
遊
戯
的
要
素
の
き
わ
め
て
強
い
宮
腰
詩
に
､
こ
の
よ

う
な
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
自
己
陶
酔
を
ど
こ
ま
で
謹
み
取
れ
る
の
か
評

者
に
は
疑
問
で
あ
る
｡
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庚
信
は
冷
静
な
観
察
者
だ
っ
た
の
か
'
そ
れ
と
も
過
剰
な
自
己
陶

酔
者
だ
っ
た
の
か
｡
評
者
は
､
詩
賦
を
自
律
的
な
存
在
と
し
て
扱
い
､

内
的
構
造
を
分
析
す
る
と
い
う
方
法
論
は
'
現
在
も
な
お
有
致
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
｡
文
斐
批
評
の
場
を
も
た
な
い
中
国
文
学
研
究
の

場
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
試
み
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
評
債
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
L
t
著
者
自
身
､
現
今
の
学
界
の
傾
向
を
承
知
し
た
上
で
､

あ
え
て
こ
の
よ
う
な
方
法
を
採

っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に

推
察
さ
れ
る
｡
著
者
は
庚
信
の
文
学
を
'
政
治
の
力
学
や
史
書
の
記

述
な
ど
か
ら
外
的
に
説
明
す
る
だ
け
で
な
-
'
そ
の
内
的
な
魅
力
を

馨
掘
し
て
積
極
的
に
許
債
し
ょ
う
す
る
｡
史
料
面
か
ら
の
賓
W
.:と
作

品
の
鑑
賞
と
を
交
互
に
繰
-
返
し
'
庚
信
の

｢賓
像
｣
を
明
ら
か
に

し
ょ
う
と
い
う
の
が
本
書
の
目
的
で
あ
る
｡
し
か
し
､
時
と
し
て
ふ

た
つ
の
方
法
論
が
互
い
に
衝
突
し
あ
い
'
お
の
お
の
の
投
影
に
よ
っ

て
映
し
出
さ
れ
る
は
ず
の
庚
信
像
が
ひ
と
つ
の
像
を
結
ば
な
い
場
合

が
あ
る
よ
う
に
'
評
者
に
は
感
じ
ら
れ
た
｡

以
上
､
本
書
の
持
つ
ふ
た
つ
の
側
面
-

｢軌
跡
｣
と

｢詩
的
表

象
｣
に
つ
い
て
､
評
者
の
個
人
的
な
興
味
に
も
と
づ
い
て
感
想
を
述

書

評

ベ
さ
せ
て
も
ら
っ
た
｡

一
二
〇
〇
頁
に
も
わ
た
る
大
著
を
限
ら
れ
た

紙
幅
の
な
か
で
紹
介
す
る
に
は
お
の
ず
と
限
界
が
あ
る
｡
庚
信
と
司

馬
遷
の
関
係
､
｢唱
和
空
間
｣
(第
Ⅲ
部
第
五
章

(二
)
第
四
節
)
を
想

定
し
た
賓
験
的
な
読
解
'
庚
信
の
墓
碑
文
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け

る
か
､
な
ど
は
､
本
書
の
特
徴
と
し
て
首
然
取
-
上
げ
る
べ
き
で
あ

る
け
れ
ど
も
'
遺
憾
な
が
ら
紹
介
し
き
れ
な
い
｡
著
者
は
庚
信
の
別

集
と
関
連
史
料
に
長
い
年
月
を
か
け
て
向
か
い
合
い
'
本
書
に
お
い

て
全
-
あ
た
ら
し
い
庚
信
像
を
濁
力
で
描
き
き

っ
た
｡
そ
の
庚
信
像

は
史
料
の
み
か
ら
締
約
さ
れ
た
の
で
も
､
文
学
作
品
だ
け
か
ら
蹄
納

さ
れ
た
も
の
で
も
な
い
｡
も
し

｢賓
像
｣
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
す

れ
ば
､
著
者
の
提
示
し
た
庚
信
像
は
イ
メ
ー
ジ
先
行
型
の
従
来
の
庚

信
像
を
確
賓
に
乗
-
越
え
､
｢賓
像
｣
に
向
か
っ
て
確
か
な

一
歩
を

踏
み
出
し
た
と
評
慣
せ
ね
ば
な
る
ま
い
｡
あ
た
ら
し
い
庚
信
像
は
提

出
さ
れ
た
｡
つ
ぎ
に
現
れ
て
-
る
庚
信
は
ど
の
よ
う
な
姿
を
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
｡

(二
〇
〇
四
年
九
月
'
研
文
出
版
､
一
二
六
四
頁
)

125


