
書

評

村
上
哲
見
著

『宋
詞
研
究

南
宋
篇
』

内

山

精

也

草
稿田
大
挙

ひ
と
り
宋
詞
の
研
究
者
の
み
な
ら
ず
'
宋
代
詩
文
を
専
攻
す
る
者

に
と
っ
て
も
､
さ
ら
に
は
禦
府
や
唐
詩
元
曲
を
専
攻
す
る
者
に
と
っ

て
も
'
待
望
久
し
い

『宋
詞
研
究

南
宋
篇
』
が
と
う
と
う
刊
行
さ

れ
た
｡
こ
の
姉
妹
編

『宋
詞
研
究

唐
五
代
北
宋
篇
』
が
刊
行
さ
れ

た
の
は

一
九
七
六
年
三
月
の
こ
と
､
副
題
と
し
て

｢唐
五
代
北
宋

篇
｣
と
い
う
六
文
字
が
加
え
ら
れ
た
そ
の
時
か
ら
､
本
書
の
刊
行
は

す
で
に
約
束
さ
れ
て
い
た
｡
そ
れ
か
ら
'
ち
ょ
う
ど
三
十
年
と
い
う

時
を
隔
て
'
我
々
の
大
な
る
期
待
に
少
し
も
違
う
こ
と
の
な
い

『南

宋
篇
』
が
満
を
持
し
て
公
刊
さ
れ
た
こ
と
を
'
ま
ず
衷
心
よ
-
言
戒

書

評

ぎ
た
い
｡
本
書
は
､
本
邦
初
の
膿
系
的
な
南
宋
詞
の
研
究
尊
者
で
あ

-
､
村
上
氏
に
よ
っ
て
打
ち
立
て
ら
れ
た
､
日
本
詞
撃
史
上
､
二
つ

目
の
金
字
塔
で
あ
る
｡
『唐
五
代
北
宋
篇
』
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う

に
'
本
書
に
よ
っ
て
具
鰹
的
に
示
さ
れ
た
学
問
水
準
と
内
容
が
後
学

の
目
標
と
な
-
'
ま
た
規
範
と
な
っ
て
'
今
後
の
南
宋
詞
研
究
は
進

め
ら
れ
て
ゆ
-
に
相
違
な
い
｡

私
は
'
前
著

『唐
五
代
北
宋
篇
』
に
就
い
て
詞
撃
の
何
た
る
か
を

学
び
'
今
日
に
至
る
ま
で
無
数
の
撃
恩
を
頂
戴
し
っ
づ
け
て
い
る
後

学
の
一
人
で
あ
る
｡
そ
う
い
う
私
が
'
本
書
を
は
じ
め
て
手
に
し
た

時
'
早
-
讃
破
し
た
い
と
い
う
は
や
る
気
持
ち
と
そ
れ
を
戒
め
よ
う

と
す
る
粛
然
た
る
思
い
が
交
錯
し
て
､
し
ば
し
ペ
ー
ジ
を
開
け
な

か
っ
た
｡
前
者
の
思
い
は
､
よ
-
多
-
の
讃
者
の
気
持
ち
を
代
表
す

る
で
あ
ろ
う
｡
後
者
の
そ
れ
は
'
つ
ね
づ
ね
氏
の
業
績
に
導
か
れ
､

同
じ
時
代
を
専
攻
し
て
き
た
者
に
の
み
共
通
す
る
'
特
殊
な
感
情
か

も
し
れ
な
い
｡
そ
し
て
そ
れ
は
'
｢三
十
年
｣
と
い
う
時
の
重
み
に

由
来
す
る
思
い
で
も
あ
る
｡

『唐
五
代
北
宋
篇
』
公
刊
後
の
三
十
年
間
に
'
村
上
氏
が
､
科
挙

と
唐
宋
文
学
の
相
関
関
係
や
中
国
文
人
論
'
陸
源
研
究
や
日
本
漢
詩
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研
究
等
々
の
'

多
岐
に
わ
た
る
多
様
な
研
究
成
果
を
陸
棲
と
馨
表
さ

れ
て
き
た
こ
と
を
'
我
々
は
知

っ
て
い
る
｡
ま
た
'
そ
の
い
ず
れ
も

が
､
精
確
な
考
譜
と
卓
越
し
た
見
識
に
裏
打
ち
さ
れ
た
高
水
準
の
業

績
の
数
々
で
あ
る
こ
と
も
､
よ
-
承
知
し
て
い
る
｡
し
か
し
そ
れ
で

も
な
お
､
こ
れ
ら
の
成
果
が
'
二
大
筋
の

『宋
詞
研
究
』
の
間
に
横

た
わ
る

｢三
十
年
｣
の
時
を
す
べ
て
語
り
蓋
-
し
て
い
る
と
は
'
私

に
は
と
う
て
い
思
え
な
か
っ
た
｡
そ
う
い
う
非
詞
撃
の
著
作
を
t
か

り
に
白
書
の
太
陽
に
瞭
え
る
な
ら
ば
'
『南
宋
篇
』
に
収
め
ら
れ
た

詞
撃
の
専
論
は
､
三
更
半
夜
の
月
亮
に
愉
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
｡

そ
れ
を
存
分
に
味
わ
う
こ
と
の
で
き
る
人
は
自
ず
と
限
ら
れ
て
-
る

が
､
と
は
い
え
'
そ
れ
を
理
由
に
夜
半
の
月
よ
-
自
重
の
太
陽
の
方

が
大
切
だ
と
い
う
道
理
に
は
な
る
ま
い
｡
そ
れ
と
同
じ
-
､

一
腰
ど

ち
ら
が
氏
の
真
面
目
な
の
か
は
'
そ
も
そ
も
鎗
人
に
は
量
-
難
い
O

け
れ
ど
も
私
は
'
-

｢陰
晴
囲
映
｣
を
常
と
す
る
月
に
似
て
'
そ

れ
が
時
に
明
る
く
時
に
暗
く
な
る
こ
と
は
あ
っ
た
に
せ
よ
-

こ
の

三
十
年
の
聞
､
氏
が

『南
宋
篇
』
の
構
想
を
忘
れ
た
こ
と
は
片
時
も

な
か
っ
た
は
ず
だ
t
と
勝
手
に
決
め
込
ん
で
い
る
｡
三
十
年
､
そ
れ

は
と
-
も
な
お
さ
ず
村
上
氏
が
南
宋
詞
を
凝
親
し
積
け
た
時
の
絶
和

で
あ
-
'
日
本
の
近
代
詞
撃
の
パ
イ
オ
ニ
ア
を
も
っ
て
し
て
も
'
南

宋
詞
は
'
そ
れ
だ
け
の
時
間
を
要
す
る
'
容
易
な
ら
ざ
る
封
象
な
の

だ
t
と
私
は
直
感
し
た
｡
そ
れ
ゆ
え
へ
『南
宋
篇
』
を
前
に
し
て
'

危
座
し
て
襟
を
正
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

*

*

*

書
評
を
始
め
る
前
に
､
幾
ら
か
迂
遠
な
形
に
な
る
が
､
村
上
詞
撃

の
位
相
に
つ
い
て
､
こ
こ
で
記
し
て
お
き
た
い
｡
そ
れ
が
'
本
書

『南
宋
篇
』
の
特
徴
を
語
る
の
に
'
も

っ
と
も
近
道
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

詞
撃
は
'
宋
元
以
来
千
年
に
垂
ん
と
す
る
長
い
歴
史
と
博
続
を
も

つ
が
､
と
-
わ
け
二
十
世
紀
前
半
の
中
国
に
お
い
て
､
も
っ
と
も
劇

的
な
馨
展
を
遂
げ
た
｡
西
欧
起
源
の
進
歩
主
義
的
文
学
史
観
と
表
音

主
義
的
国
語
観
が
日
本
経
由
で
輸
入
さ
れ
る
に
及
ん
で
'
韻
文
史
に

お
け
る

｢唐
詩
宋
詞
元
曲
｣
説
'
国
語
に
お
け
る
白
話
と
い
う
路
線

が
主
流
に
な
-
､
そ
の
結
果
､
末
代
文
学
で
は
詩
と
文
は
淘
汰
さ
れ
'

詞
だ
け
が
教
育
界
ひ
い
て
は
謹
書
界
に
お
い
て
重
視
さ
れ
る
時
代
が

到
来
し
た
｡
国
民
国
家
と
い
う
新
時
代
の
到
来
が
'
詞
撃
を

一
気
に
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斯
学
の
地
位
に
押
し
上
げ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
奨
化
は
､
活
未
の
梁

啓
超
や
王
国
経
に
よ
っ
て
先
鞭
が
つ
け
ら
れ
､
五
四
連
動

(
一
九

d

九
)
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
'
さ
ら
に
胡
適
の

『白
話
文
孝
史
』
(
1
九

二
八
)
に
よ
っ
て
決
定
づ
け
ら
れ
た
｡
胡
適
以
後
の
文
学
史
は
こ

ぞ
っ
て
､
詞
を
宋
代
文
学
の
代
表
と
し
て
真

っ
先
に
採
-
上
げ
叙
述

す
る
よ
う
に
な
る
｡
そ
し
て
'
昔
時
ま
だ
新
進
気
鋭
の
聾
者
で
あ
っ

た
､
夏
承
煮

(
一
九
〇
〇
-
八
六
)'
唐
圭
埠

(
一
九
〇
一
-
九
〇
)'

龍
休
劫

(
一
九
〇
二
-
六
七
)'
胡
雲
翼

(
一
九
〇
六
-
六
五
)
等
々
の

巨
星
が
こ
の
時
期
'
陸
棲
と
重
厚
な
成
果
を
積
み
上
げ
､
中
国
詞
撃

は
室
前
の
高
み
に
登
-
つ
め
た
｡

常
時
の
詞
撃
の
息
吹
を
よ
-
停
え
る
も
の
に
､
『詞
撃
季
刊
』
と

い
う
専
門
誌
が
あ
る
｡
龍
休
勤
の
圭
編
に
よ
-
'

1
九
三
三
年
四
月

に
創
刊
さ
れ
､
三
六
年
九
月
の
停
刊
ま
で
､
計
十

一
期
が
刊
行
さ
れ

た

(第
四
期
ま
で
民
智
書
局
'
第
五
期
以
降
は
開
明
書
局
の
澄
行
)｡
新
時

代
の
詞
撃
専
門
誌
で
あ
る
か
ら
､
学
術
論
文
や
博
記

･
文
献
考
雷
等

の
近
代
的
研
究
成
果
が
毎
壊
巻
頭
を
飾

っ
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で

あ
る
が
'
こ
の
雑
誌
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
､
そ
う
い
う
近
代
性
'

先
進
性
よ
-
も
う
む
し
ろ
そ
れ
を
覆
い
隠
す
ま
で
に
濃
厚
な
文
雅
の

書

評

俸
続
で
あ
る
｡
三
十
年
代
昔
時
に
お
け
る
近
現
代
詞
人
の
詞
作
や
詞

話
お
よ
び
書
簡
､
彼
ら
の
行
状

･
墓
誌
銘
や
序
文
､
彼
ら
が
揮
毒
し

た
-
蒐
集
し
た
善
書
あ
幕
真
等
々
が
掲
載
さ
れ
､
自
ず
と
雅
趣
溢
れ

る
誌
面
と
な
っ
て
い
る
｡
文
言
封
白
話
の
比
率
も
ほ
ぼ
括
抗
し
て
い

る
｡
し
か
も
､
こ
の
猫
特
な
誌
面
構
成
は
'
『詞
撃
季
刊
』
の
停
刊

を
も
っ
て
途
絶
し
た
わ
け
で
は
な
い
｡

一
九
八

一
年
十

一
月
に
創
刊

さ
れ
た
'
施
敦
存

･
馬
興
祭
主
編
の
撃
刊

『詞
撃
』
(最
新
境
は
'
二

〇
〇
六
年
十
一
月
刊
の
第
十
七
輯
)
に
も
大
枠
が
受
け
継
が
れ
て
今
日

に
至

っ
て
お
-
'
中
国
詞
学
に
お
け
る

一
つ
の
俸
続
に
さ
え
な
っ
て

い

る
｡『詞

撃
季
刊
』
に
表
象
さ
れ
る
雅
趣
は
､
よ
-
直
接
的
に
は
昔
時

の
詞
壇
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
､
遡
れ
ば
清
朝
の
詞
壇
に

ま
で
行
き
着
-
｡
詞
学
は
､
元
明
二
代
の
衰
退
期
を
経
て
清
に
入
る

と
'
江
衝
を
中
心
に
復
興
し
た
｡
清
初
の
雲
間
涯
'

一
七
世
紀
後
半

の
陽
羨
汲
'

一
七
世
紀
後
半
-
l
九
世
紀
初
の
漸
西
派
'

1
八
世
紀

後
半
-
一
九
世
紀
前
半
の
常
州
涯
と
い
う
よ
う
に
'
次
々
と
新
し
い

流
浪
が
起
こ
-
'
詞
壇
が

一
躍
活
気
づ
い
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
間
'

模
範
と
さ
れ
た
詞
人
や
詞
風
は
微
妙
に
磐
化
し
た
も
の
の
､
も

っ
と
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も
長
期
に
わ
た
-
大
き
な
影
響
力
を
も

っ
た
漸
西
派
が
'
南
宋
の
妻

愛
と
張
炎
を
仰
い
だ
こ
と
に
よ
っ
て
'
妻

･
張
が
標
棟
し
た

｢雅

詞
｣
と
'
北
宋
末
の
周
邦
彦
を
頂
鮎
と
見
な
す
詞
撃
観
が
'
晴
代
後

期
以
後
に
お
け
る
詞
撃
の
主
流
と
な
っ
た
｡
つ
ま
-
､
清
朝
の
江
南

と
い
う
'
も

っ
と
も
洗
練
さ
れ
た
博
統
文
化
の
盛
地
に
あ
っ
て
'
文

化
的

｢通
人
｣
た
ち
が
､
己
の
文
雅
を
表
現
す
る
た
め
の
高
等
手
段

と
し
て
'
｢雅
詞
｣
を
選
拝
し
活
用
し
た
結
果
'
詞
は
中
国
言
語
塾

術
に
お
け
る
猫
特
な
位
相
を
獲
得
し
た
｡
そ
し
て
'
そ
れ
は
二
十
世

紀
以
降
の
近
代
詞
撃
に
も
確
賓
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
｡

一
万
㌧
我
が
国
に
お
い
て
､
こ
の
文
雅
の
俸
続
は
､
つ
い
に
根
づ

く
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
江
戸
後
期
の
田
能
村
竹
田
や
野
村
登
園
'
明

治
期
の
森
椀
南
や
森
川
竹
篠
の
よ
う
に
詞
撃
に
傾
倒
し
た
文
人
は
い

る
に
は
い
た
が
'
や
は
り
そ
れ
は
例
外
中
の
例
外
に
す
ぎ
な
い
｡
し

た
が
っ
て
'
日
本
に
お
い
て
近
代
詞
撃
を
構
築
す
る
に
は
､
自
ず
と

中
国
の
博
続
を
踏
ま
え
ざ
る
を
得
な
い
｡
村
上
氏
は
必
然
的
に
中
国

の
そ
れ
を
参
照
し
'
そ
の
枠
組
み
を
受
け
入
れ
る
こ
と
か
ら
全
て
を

開
始
し
た
t
と
付
度
さ
れ
る
｡
そ
し
て
'
そ
の
成
果
が
見
事
に
結
賓

し
た
の
が
'
三
十
年
前
の

『唐
五
代
北
宋
篇
』
に
他
な
ら
な
い
｡
古

今
膿
詩
と
詞
の
異
同
論
を
中
心
に
す
え
た
濁
臼
の
硯
難
に
'
中
国
近

代
詞
撃
の
お
家
聾
と
も
い
え
る
､
考
護
を
軸
と
す
る
精
微
な
分
析
が

加
わ
っ
た
諸
論
は
､
日
本
園
内
の
み
な
ら
ず
､
中
国
に
お
い
て
も
き

わ
め
て
高
い
許
債
を
獲
得
し
､
申
請
本
が
す
で
に
出
版
さ
れ
て
い
る

(楊
鉄
嬰
講
'
『唐
五
代
北
宋
詞
研
究
』､
陳
西
人
民
出
版
社
､

一
九
八

七

午
)｡
村
上
詞
撃
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
'
中
国
近
代
詞
撃
と
い
う
､

蕩
々
た
る
大
河
の
本
流
に
直
接
連
績
す
る
こ
と
に
あ
-
'
日
本
詞
撃

と
い
う
'
か
細
い
支
流
に
己
の
位
置
を
定
め
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
｡

近
代
詞
撃
の
大
家
の
一
人
､
呉
世
昌

(
1
九
〇
八
-
八
六
)
の
門
弟
'

施
議
封
は
'
｢方
筆
輿
囲
筆

1

劉
永
済
輿
中
国
普
代
詞
撃
｣
(
『中

国
韻
文
撃
刊
』
二
〇
〇
四
年
第

1
期
)
と
い
う
論
文
の
中
で
'
二
十
世

紀
中
囲
詞
撃
の
代
表
的
人
物
六
〇
名
を
､
五
つ
の
世
代
に
分
け
列
記

し
て
い
る

(た
だ
し
第
五
世
代
は
空
欄
の
ま
ま
)｡
こ
こ
に
記
さ
れ
た
日

本
人
は
'
第
三
世
代
の
神
田
喜

一
郎
と
第
四
世
代
の
村
上
氏
の
二
人

だ
け
で
あ
る
｡
ち
な
み
に
'
第
三
世
代
に
は
夏
承
棄
'
唐
圭
埠
を
は

じ
め

『詞
撃
季
刊
』
の
同
人
や
呉
世
昌
等
の
名
が
列
記
さ
れ
'
第
四

世
代
に
は
羅
懐
烈
'
葉
嘉
豊
'
馬
輿
柴
'
厳
辿
昌
､
呉
熊
和
'
王
水

照
等
の
名
が
列
記
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
村
上
詞
撃
は
二
十
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世
紀
の
斯
学
､
中
国
近
代
詞
撃
史
の
上
に
も
'
す
で
に
定
位
さ
れ
て

い

る
｡

し
か
し
'
前
著

『唐
五
代
北
宋
篇
』
に
は
'
清
朝
以
来
､
詞
壇
が

も
っ
と
も
重
税
し
た
黄
変
を
始
め
と
す
る
南
宋
の
諸
詞
人
の
論
が
､

普
然
な
が
ら
含
ま
れ
て
は
い
な
い
｡
南
宋
詞
は
'
村
上
詞
撃
が
よ
-

完
全
な
内
容
に
近
づ
く
た
め
に
'
避
け
て
は
通
れ
ぬ
最
大
の
課
題
で

あ
っ
た
｡
そ
し
て
今
'
我
々
の
眼
前
に
あ
る

『南
宋
篇
』
こ
そ
は
'

氏
が
三
十
年
を
か
け
導
き
出
し
た
'
こ
の
課
題
に
封
す
る
回
答
な
の

で
あ
る
｡

*

*

*

『南
宋
篇
』
は
'
以
下
の
よ
う
な
五
つ
の
章
と
'
附
論
三
篇
お
よ

び
附
録
か
ら
な
る
｡

第

一
章

綜

論

第
二
章

辛
稼
軒
詞
論

第
三
章

妾
白
石
詞
論

第
四
章

呉
夢
宙
詞
論

第
五
章

周
草
笛
詞
論

書

評

附
論

一

楊
柳
枝
詞
考

附
論

二

陶
枕
詞
考
-

『全
宋
詞
』
補
遺

附
論

三

文
人
之
最
-

商
紅
友
事
略

附
錬
四
則

第

一
章
で
は
う
ま
ず
南
宋
詞
が
'
北
宋
詞
の
展
開
を
受
け
､
圭
と

し
て
二
つ
の
流
れ
を
も
つ
こ
と
が
説
か
れ
る
｡

一
つ
は
'
官
僚
文
人

が
現
賓
の
日
常
生
活
に
根
ざ
し
'
現
賓
に
即
し
て
詠
じ
た
詞
'
他
の

一
つ
は
､
非
官
僚
の
専
業
的
文
人
が
表
現
の
洗
練
と
典
雅
幽
遠
の
境

地
を
追
求
し
っ
つ
詠
じ
た
'
唯
美
主
義
的
な
詞
で
あ
る
｡
村
上
氏
は
､

さ
ら
に
前
者
を

｢硯
章
汲
､
士
大
夫
の
詞
｣
'
後
者
を

｢典
雅
汲
'

文
人
の
詞
｣
と
概
括
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
'
従
来
'
｢豪
放
｣
か

｢娩
約
｣
か
と
い
う
二
項
封
立
で
色
分
け
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た

詞
論
の
映
鮎
を
補
う
べ
-
'
新
た
に
打
ち
出
さ
れ
た
指
標
で
あ
る
｡

本
書
に
も
引
用
さ
れ
る
よ
う
に

(
一
八
頁
)､
す
で
に
八
十
年
代
に

呉
世
昌
が
､
蘇
軟
を

｢豪
放
派
｣
と
見
な
す
こ
と
に
疑
義
を
呈
し
て

い
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢豪
放
汲
｣
の
開
租
と
さ
れ
る
蘇
拭
で
あ
れ
'

｢豪
放
｣
詞
と
見
な
し
う
る
作
例
は
き
わ
め
て
少
な
-
､
繊
細
か
つ

纏
綿
た
る
拝
情
詞
が
強
牛
を
占
め
る
こ
と
'
し
か
も
彼
の
周
囲
に
も
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｢豪
放
｣
詞
を
も
っ
ぱ
ら
多
作
し
た
詞
人
が
い
な
い
こ
と
等
を
指
摘

し
'
そ
れ
を
根
嫁
に
､
｢豪
放
波
｣
な
る
流
浪
は
そ
も
そ
も
賓
在
し

な
か
っ
た
'
と
主
張
し
た
｡

村
上
氏
は
'
呉
氏
の
説
に
賛
同
し
'
蘇
珠
と
辛
棄
疾
は

｢豪
放

派
｣
詞
人
で
は
な
い
こ
と
を
追
認
す
る
が
､
同
時
に
両
者
の
詞
に
否

定
L
が
た
い
類
縁
性
の
あ
る
こ
と
を
も
認
め
､
そ
れ
を
説
明
す
る
新

た
な
枠
組
み
と
し
て
'
｢硯
賓
汲
｣
と
い
う
概
括
を
行

っ
て
い
る
｡

こ
れ
は
'
詞
の
風
格
に
よ
る
も
の
で
は
な
-
'
詞
人
の
表
現
志
向
を

基
軸
と
す
る
類
別
で
あ
る
｡
｢現
賓
汲
｣
詞
人
と
は
'
日
常
の
生
活

の
中
で
見
聞
し
た
-
髄
験
し
た
-
し
た
事
柄
を
､
比
較
的
ス
ト
レ
ー

I
に
表
現
し
た
詞
人
を
指
す
｡
た
と
え
同

一
の
時
代
に
生
き
た
と
し

て
も
､
敢
合
的
地
位
の
如
何
に
よ
っ
て
､
見
え
て
-
る
世
界
や
感
じ

方
は

一
様
で
は
な
い
｡
し
た
が
っ
て
'
｢硯
賓
派
｣
に
類
別
さ
れ
る

詞
人
の
作
品
は
'
風
格
も
内
容
も
多
種
多
様
と
な
る
が
､
直
寂
の
ス

タ
イ
ル
を
圭
と
L
t
作
者
と
作
品
の
関
係
が
直
線
的
に
結
ば
れ
る
､

と
い
う
鮎
で
大
き
な
共
通
鮎
を
も
つ
｡

と
は
い
え
'
い
っ
た
い
に
新
し
い
基
準
に
よ
る
分
類
は
'
従
来
に

な
い
新
し
い
組
み
合
わ
せ
を
生
む
｡
た
と
え
ば
､
こ
れ
ま
で
は

｢娩

ア
ン
チ

約
派
｣
詞
人
と
見
な
さ
れ
､
反

蘇

珠
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
の
多

か
っ
た
李
活
照
が
'
こ
の
分
類
に
よ
っ
て
'
蘇
域
と
同
じ

｢硯
賓

汲
｣
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
｡
こ
の
鮎
は
､
奮
乗
の
詞
撃
観
に
慣
れ
親

し
ん
だ
者
に
と
っ
て
は
'
大
き
な
驚
き
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
､

私
は
こ
れ
こ
そ
が
'
猫
白
の
南
宋
詞
論
を
展
開
す
る
た
め
に
､
村
上

氏
が
熟
慮
の
末
に
導
き
出
し
た
'
窮
極
の
分
類
基
準
な
の
で
は
な
い

か
t
と
考
え
る
｡
と
-
わ
け
'
｢典
雅
涯
｣
の
猫
特
な
位
相
を
際
だ

た
せ
る
た
め
に
'
必
要
不
可
映
な
分
類
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
｡

そ
の

｢典
雅
派
｣
は
'
本
書
で
は
次
の
よ
う
な
輪
郭
を
も
つ
一
群

で
あ
る
と
性
格
､づ
け
ら
れ
て
い
る
｡
ま
ず
'
正
式
な
官
職
に
就
か
な

か
っ
た
が
'
世
俗
に
背
を
向
け
る
隠
者
と
は
異
な
り
'
権
貴
と
積
極

的
に
交
わ
-
'
権
貴
に
寄
食
し
た
文
人
た
ち
で
あ
る
｡
非
官
僚
で

あ

っ
た
が
ゆ
え
に
､
多
-
が
経
歴
未
詳
で
あ
る
が
､

一
介
の
庶
民
で

は
な
-
'
名
家
の
出
身
者
が
多
い

(社
骨
的
身
分
)｡
そ
の
表
現
傾
向

と
し
て
は
'
｢現
賓
派
｣
が
し
ば
し
ば
詠
じ
た
愛
囲
憂
園
の
情
を
ほ

と
ん
ど
ま
っ
た
-
描
か
な
い
､
と
い
う
鮎
に
ま
ず
大
き
な
特
徴
が
あ

る
｡
そ
う
い
う
､
ま
す
ら
お
ぶ
り
は
'
あ
た
か
も
墳
詞
に
相
廃
し
-

な
い
､
と
い
う
か
の
ご
と
-
に
排
除
さ
れ
る

(主
題
の
傾
向
①
)｡
六
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朝
貴
族
の
サ
ロ
ン
や
初
唐
の
宮
廷
に
お
け
る
文
学
に
似
て
､
彼
ら
は

｢何
を
｣
よ
-

｢如
何
に
｣
に
執
着
し
､
修
辞
の
洗
練
に
傾
倒
す
る
｡

よ
っ
て
'
修
辞
技
巧
が
示
さ
れ
や
す
い
詠
物
詞
を
多
作
L
t
彼
ら
の

代
表
作
も
多
-
そ
こ
に
含
ま
れ
る

(主
題
の
傾
向
②
)｡
具
膿
的
な
修

鮮
上
の
特
徴
と
し
て
は
､
直
叙
よ
り
も
陰
橡
や
象
徴
的
手
法
を
好
む

(表
現
の
傾
向
①
)｡
ま
た
､
歌
辞
文
学
と
し
て
の
詞
の
本
来
性
を
強

-
自
覚
し
､
表
現
と
音
楽
の
語
和
を
追
求
し
た
｡
音
律
に
通
じ
'
委

棄

･
呉
文
英
の
よ
う
に
自
ら
作
曲
を
手
が
け
た
者
も
い
る

(表
現
の

傾
向
②
)0

右
の
よ
う
な
共
通
項
を
も
つ

｢典
雅
汲
｣
の
中
に
も
'
好
封
照
な

南
極
が
存
在
す
る
こ
と
を
､
村
上
氏
は
指
摘
す
る
｡
そ
れ
は
､
妻
愛

と
呉
文
英
の
二
人
で
あ
る
｡
と
も
に
音
律
に
通
じ
､
周
邦
彦
を
租
述

す
る
も
の
の
'
妾
愛
の
詞
が

｢清
室
｣
と
許
さ
れ
､
直
寂
を
多
用
す

る

(た
だ
し
'
｢現
賓
汲
｣
の
直
寂
と
は
質
的
に
異
な
る
)
の
に
射
し
､

英
文
英
詞
は

｢揮
厚
｣
と
か

｢凝
漉
晦
昧
｣
と
許
さ
れ
'
陰
橡
を
多

用
L
t
両
者
の
詞
風
は
大
い
に
異
な
る
｡
村
上
氏
は
､
こ
の
異
同
を
'

両
者
が
周
邦
彦
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
別
の
も
の
を
継
承
し
費
展
さ
せ
た
か

ら
だ
､
と
説
-
｡
周
詞
の
典
雅
を
継
承
し
っ
つ
も
､
黄
変
が
修
辞
的

書

評

に
は
滞
日
の
手
法
を
開
拓
し
た
の
に
暫
し
'
呉
文
英
は
周
詞
の
修
辞

特
徴
を
い
っ
そ
う
徹
底
さ
せ
た
と
し
'
呉
文
英
を

｢周
邦
彦
の
直
系

の
後
継
者
｣
(三
三
頁
)
と
位
置
づ
け
て
い
る
o

以
上
の
よ
う
な
絶
括
を
も
と
に
'
『南
宋
篇
』
で
は
'
｢現
賓
派
｣

詞
人
の
代
表
と
し
て
辛
棄
疾

一
人
が
､
｢典
雅
汲
｣
詞
人
の
代
表
と

し
て
委
棄
'
呉
文
英
'
周
密
の
三
者
が
､
採
り
上
げ
ら
れ
'
各
自
専

論

一
章
が
輿
え
ら
れ
て
い
る
｡

第
二
章

｢辛
稼
軒
詞
論
｣
は
'
経
歴
､
詞
の
諸
相
'
歴
代
選
本
に

お
け
る
許
債
､
と
い
う
三
つ
の
桂
か
ら
な
る
｡
ま
ず
､
辛
棄
疾
の
経

歴
に
つ
い
て
は
､
中
国
で
す
で
に
多
-
の
年
譜
や
評
博
が
公
刊
さ
れ

て
い
る
が
､
村
上
氏
の
考
譜
に
よ
っ
て
'
通
行
の
博
記
研
究
に
お
け

る
不
足
や
不
正
確
な
部
分
が
幾
つ
か
補
正
さ
れ
た
｡
辛
棄
疾
は
'
官

と
し
て
き
わ
め
て
特
異
な
出
自
を
も
っ
て
い
る
｡
金
の
支
配
下
に
あ

る
山
東
済
南
で
生
ま
れ
育
ち
'
成
人
後
'
抗
金
の
義
勇
軍
に
加
わ
り
'

そ
の
戦
功
を
ひ
っ
さ
げ
'
二
十
三
歳
の
時
'
南
未
に
蹄
し
､
官
位
を

授
け
ら
れ
た
｡
そ
の
時
'
輿
え
ら
れ
た

｢右
承
務
郎
､
江
陰
軍
簾

判
｣
と
い
う
最
初
の
官
職
を
'
不
昔
に
低
い
廃
退
と
記
す
評
侍
が
複
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数
存
在
す
る
が
'
村
上
氏
は
そ
れ
を
否
定
す
る
｡
科
挙
を
経
て
い
な

い

｢無
出
身
｣
者
に
封
す
る
庭
遇
と
し
て
は
､
む
し
ろ
破
格
の
厚
遇

で
あ
-
'
状
元
に
は
劣
る
も
の
の
'

1
股
の
科
挙
及
第
者
よ
-
ち

ず
っ
と
優
遇
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
､
昔
時
の
賓
態
を
精
査
し
た
上
で

謹
明
し
て
い
る
.
そ
の
他
'
彼
は

｢無
出
身
｣
の
官
僚
と
し
て
は
異

例
な
ほ
ど
順
調
に
昇
進
し
た
が
､
村
上
氏
は
そ
の
理
由
を
､
難
局
に

際
し
て
彼
が
し
ば
し
ば
見
せ
た
'
果
断
な
行
動
力
と
頼
ま
れ
な
る
危

機
管
理
能
力
に
求
め
､
そ
の
突
出
し
た
治
績
に
朝
廷
が
癒
え
た
自
然

な
結
果
で
あ
る
こ
と
を
'
具
憶
的
事
例
と
と
も
に
示
し
て
い
る
｡
ま

た
'
淳
整
八
年
の
落
職
に
つ
い
て
も
､
彼
が
封
金
強
攻
策
を
強
-
主

張
し
た
た
め
排
斥
さ
れ
た
t
と
す
る
通
説
に
疑
義
を
呈
し
､
も

っ
と

複
雑
な
官
界
の
裏
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
｡
村
上
氏
は
'

昔
時
､
辛
棄
疾
に
向
け
ら
れ
た

｢姦
貧
凶
暴
｣
と
い
う
誹
譲
中
傷
を

採
り
上
げ
'
そ
れ
が
-

赫
々
た
る
治
績
を
上
げ
'
型
破
-
で
章
行

力
の
あ
る

｢無
出
身
｣
官
僚
-

辛
棄
疾
に
封
す
る
､
｢有
出
身
｣

官
僚
の
嫉
妬
も
し
-
は
ア
レ
ル
ギ
ー
反
麿
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
'
リ
ア
ル
に
描
き
出
し
て
い
る
｡

稼
軒
詞
の
諸
相
に
つ
い
て
は
､
同
時
代
士
大
夫
と
の
交
遊
詞
'
閑

居
の
詞
'
農
村
詞
､
晩
年
の
詞
t
の
四
種
が
採
-
上
げ
ら
れ
､
｢現

音
波
｣
詞
人
の
表
現
特
徴
が
具
腔
的
作
例
に
即
し
て
論
じ
ら
れ
て
い

る
｡選

本
に
お
い
て
稼
軒
詞
を
ど
う
扱
う
か
と
い
う
問
題
は
'
た
ん
に

草
葉
疾

1
個
人
の
許
債
に
関
わ
る
だ
け
で
な
-
､
選
者
の
詞
撃
観
や

そ
の
時
代
に
お
け
る
南
宋
詞
全
膿
の
評
債

へ
と
直
結
す
る
'
き
わ
め

て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
｡
稼
軒
詞
を
多
-
選
録
L
t
辛
棄
疾

を
高
-
許
慣
す
れ
ば
'
そ
の
封
極
に
あ
る
典
雅
波
の
許
債
は
相
野
的

に
低
下
し
､
そ
の
道
も
ま
た
同
様
の
結
果
を
も
た
ら
す
｡
村
上
氏
は
'

十
三
世
紀
半
ば
か
ら
二
十
世
紀
半
ば
に
至
る
七
種
の
代
表
的
選
本
を

調
査
し
'
辛
棄
疾
と
呉
文
英
の
作
品
収
録
数
が
､
過
半
の
選
本
に
お

い
て
'
ち
ょ
う
ど
反
比
例
の
関
係
に
あ
る
現
象
を
指
摘
し
'
そ
れ
が

各
選
者
の
詞
撃
観
を
ス
-
レ
ー
ト
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
説
-
｡

な
か
で
も
､
龍
休
劫

『唐
宋
名
家
詞
選
』
の
初
刊
本

二

九
三
四
)

と
修
訂
本

二

九
五
七
)
に
お
け
る
異
同
を
指
摘
し
､
饗
化
の
背
景

を
推
論
し
た
修
が
'
興
味
深
い
｡
初
版
本
で
'
龍
休
勤
は
己
の
師
で

あ
る
宋
孝
減
の
詞
撃
観
を
襲
っ
て
'
呉
文
英
を
も
っ
と
も
多
-
選
ん

で
い
た
が
'
修
訂
本
で
は
'
辛
棄
疾
の
作
品
を
も
っ
と
も
多
-
選
び
'
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呉
文
英
の
選
録
数
を
初
版
の
三
分
の
一
以
下
に
抑
え
て
い
る
｡
村
上

氏
は
'
抗
日
戦
争
や
融
合
主
義
連
動
等
に
よ
る
世
相
の
撃
化
が
'
草

葉
疾
の
許
債
を
釣
-
上
げ
た

1
方
で
､
具
文
英
の
評
債
を
低
下
さ
せ
'

そ
れ
が
龍
民
選
本
の
改
訂
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
､
と
分
析
す
る
｡

-

こ
の
よ
う
に
'
辛
棄
疾

(呉
文
英
)
の
許
債
は
'
前
近
代
の
詞

撃
観
を
測
る
重
要
な
尺
度
と
な
る
ば
か
り
か
､
近
現
代
に
お
い
て
も

な
お
､
世
相
を
映
し
出
す
明
る
い
鏡
と
し
て
存
在
し
っ
づ
け
て
い
る
｡

第
三
章

｢妻
白
石
詞
論
｣
で
は
､
第

1
章

｢綜
論
｣
で
提
示
さ
れ

た
､
南
宋
詞
人
の
二
つ
の
類
型
が
再
提
示
さ
れ
た
上
で
'
妻
愛
が
南

宋
最
初
の

｢典
雅
派
｣
文
人
で
あ
る
こ
と
が
'
ま
ず
確
認
さ
れ
る
｡

そ
の
上
で
'
生
平
と
著
述
､
周
邦
彦
お
よ
び
呉
文
英
と
の
相
違
'
歴

代
選
本
に
お
け
る
評
債
t
と
い
う
三
つ
の
側
面
か
ら
妾
愛
が
論
じ
ら

れ
る
｡

妾
嚢
は
非
官
僚
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
記
録
に
乏
し
-
'
経
歴
の
詳

細
は
も
は
や
分
か
ら
な
い
が
'
昔
時
の
名
士
､
た
と
え
ば
'
粛
徳
藻
'

尤
表
'
花
成
大
'
陸
源
､
楊
寓
里
'
模
錦
､
葉
適
'
来
貢
'
辛
棄
疾

等
々
と
交
遊
が
あ
り
'
そ
の
交
遊
関
係
の
贋
さ
が
ひ
と
き
わ
我
々
の

書

評

目
を
引
-
｡
村
上
氏
は
'
中
で
も
､
張
銭
と
張
鑑
と
い
う
二
人
の
人

物
に
着
目
す
る
｡
両
者
は
と
も
に
宋
朝
再
興
の
功
臣
､
張
俊
の
曾
孫

で
'
南
宋
き
っ
て
の
名
望
家
の
子
弟
で
あ
っ
た
.
張
銭

1
家
の
豪
著

な
暮
ら
し
ぶ
り
は
､
周
密

『武
林
善
事
』
等
に
克
明
に
記
録
さ
れ
て

お
-
'
委
棄
を
尊
崇
し
た
張
炎
は
'
彼
の
曾
孫
に
首
た
る
｡
村
上
氏

は
'
張
銭
と
の
親
し
い
交
遊
が
'
彼
の
子
孫
で
あ
る
張
炎
の
詞
撃
観

に
影
響
を
及
ぼ
し
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
｡
ま
た
'
張
鑑
か
ら
は
長

期
に
わ
た
っ
て
経
済
的
庇
護
を
受
け
て
い
た
と
も
指
摘
す
る
｡
布
衣

文
人
が
な
に
ゆ
え
権
貴
の
庇
護
を
受
け
､
か
-
も
多
く
の
一
級
の
文

士
と
交
流
し
得
た
か
に
つ
い
て
は
'
な
お
謎
が
多
い
が
'
こ
の
よ
う

な
個
別
の
交
遊
関
係
が
明
ら
か
に
さ
れ
れ
ば
､
そ
の
異
相
に
迫
る
糸

口
が
探
し
皆
て
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
そ
う
い
う
期
待
を
大
い
に

抱
か
さ
れ
る
考
浮
で
あ
る
｡

妻
聾
の
著
述
に
関
し
て
は
t
と
-
に
歴
代
詞
集
諸
本
の
系
統
に
つ

い
て
詳
細
な
考
護
が
加
え
ら
れ
て
い
る
｡
夏
承
素
を
は
じ
め
中
囲
近

代
詞
撃
の
大
家
が
'
す
で
に
版
本
考
譜
を
行

っ
て
い
る
が
'
村
上
氏

は
そ
れ
を
検
認
し
た
上
で
歴
代
諸
本
の
系
統
を
園
に
よ
っ
て
示
し
､

そ
の
結
果
'
版
本
の
影
響
関
係
が

一
目
瞭
然
に
な
っ
た
｡
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周
邦
彦
お
よ
び
呉
文
英
と
の
異
同
に
つ
い
て
は
'
第

一
章
で
示
さ

れ
た
内
容
が
よ
-
細
か
-
論
じ
ら
れ
て
い
る
｡
村
上
氏
は
､
南
宋
中

期
の
詞
を
'
辛

･
妾

･
呉
と
い
う
三
者
の
鼎
立
状
態
と
見
な
し
､
そ

の
源
流
と
し
て
'
蘇

(戟
)
･
柳

(永
)
･
周

(邦
彦
)
を
想
定
し
て
い

る
｡歴

代
選
本
に
お
け
る
評
債
に
つ
い
て
は
'
周
済

(
l
七
八
1
-

一

八
三
九
)
『宋
四
家
詞
選
』
に
お
け
る
特
異
な
扱
い
と
､
末
代
に
お

け
る
許
債
の
二
鮎
が
採
-
上
げ
ら
れ
て
い
る
｡
清
朝
常
州
派
の
理
論

家
､
周
潜
の
編

『宋
四
家
詞
選
』
は
濁
創
的
な
選
本
で
､
周
邦
彦
'

辛
棄
疾
'
王
折
孫
'
呉
文
英
の
四
家
を
宋
詞
の
代
表
と
位
置
づ
け
た

上
で
'
計
四
六
の
詞
人
を
こ
の
四
家
の
下
に
分
属
さ
せ
る
形
態
を
と

る
｡
問
題
は
'
妾
愛
を
'
詞
風
の
お
よ
そ
異
な
る
辛
棄
疾
の
下
に
列

し
て
い
る
鮎
で
あ
る
｡
村
上
氏
は
'
こ
の
特
異
な
扱
い
に
苦
慮
し
な

が
ら
も
'
そ
の
要
因
を
'
こ
の
選
本
が
墳
詞
学
習
の
階
梯
､
す
な
わ

ち
王
折
孫
を
入
門
の
手
本
と
L
t
そ
こ
か
ら
呉
文
英
へ
進
み
'
辛
棄

疾
を
経
た
後
に
､
窮
極
の
手
本

･
周
邦
彦
へ
と
向
か
う
t
と
い
う
道

筋
を
示
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
t
と
い
う
編
纂
の
目
的
に
求
め
'
そ

の
合
理
的
な
説
明
を
試
み
て
い
る
｡
さ
ら
に
は
'
常
州
派
の
ラ
イ
バ

ル
漸
西
淡
が
委
棄
を
第

一
に
推
し
た
の
に
野
抗
し
て
'
故
意
に
彼
を

四
大
家
か
ら
外
し
た
の
で
は
な
い
か
'
と
も
推
論
し
て
い
る
｡
村
上

氏
が
本
論
で
周
済

『宋
四
家
詞
選
』
を
採
-
上
げ
た
の
は
'
お
そ
ら

-
第

一
に
､
こ
の
選
本
に
お
け
る
委
棄
評
債
が
評
債
史
的
に
き
わ
め

て
特
異
で
あ
っ
た
こ
と
'
第
二
に
'
編
者
周
滑
の
近
世
詞
撃
史
に
お

け
る
影
響
力
の
大
き
さ
に
鑑
み
て
'
軽
視
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ

た
こ
と
'
の
二
鮎
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
'
事
賓
を
前
に
ま
ず
公

正
に
し
て
中
立
た
ら
ん
と
す
る
氏
の
厳
格
な
学
問
姿
勢
を
垣
間
見
る

思
い
が
し
た
｡

末
代
の
選
本
は
､
編
者
の
詞
撃
観
の
相
違
に
よ
っ
て
'
辛
棄
疾
と

呉
文
英
の
選
録
状
況
が
し
ば
し
ば
正
反
射
に
な
る
が
､
委
棄
の
詞
は

概
ね
ど
の
選
本
に
お
い
て
も
平
均
的
に
多
-
採
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の

事
賓
を
理
由
と
し
て
'
村
上
氏
は
'
辛

･
妾

･
呉
を
三
大
家
と
見
な

す
詞
撃
観
が
南
末
に
お
い
て
す
で
に
確
立
し
て
い
た
と
指
摘
す
る
｡

第
四
章

｢呉
夢
菌
詞
論
｣
で
は
'
経
歴
､
別
集
諸
本
の
系
譜
'
交

遊
関
係
と
作
詞
､
音
楽
的
素
養
'
周
邦
彦
と
の
継
承
関
係
t
の
五
つ

の
側
面
か
ら
論
が
展
開
さ
れ
る
｡
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呉
文
英
の
経
歴
に
つ
い
て
は
､
｢典
雅
派
｣
文
人
の
常
と
し
て
不

明
の
部
分
が
多
い
｡
し
か
し
'
村
上
氏
は
'
敷
少
な
い
事
賓
の
中
か

ら
'
彼
の
出
自
に
関
し
て
説
得
力
あ
る
説
を
導
き
出
し
て
い
る
｡
す

な
わ
ち
､
彼
に
翁
逢
龍
'
翁
元
龍
と
い
う
兄
弟
が
い
た
事
茸
に
着
目

L
t
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
が
素
姓
で
は
な
-
呉
姓
で
あ
る
理
由
を
'

生
母
が
卑
膿
の
出
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
'
翁
姓
を
名
乗
る
こ
と
が
許

さ
れ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
t
と
推
論
す
る
｡
彼
が
科
挙
に
磨
じ

た
形
跡
が
な
い
理
由
も
'
そ
の
出
自
ゆ
え
に
受
験
資
格
を
得
ら
れ
な

か
っ
た
た
め
だ
と
L
t
膏
説
を
否
定
す
る
｡
善
説
で
は
'
経
義
の
成

績
が
芳
し
-
な
か
っ
た
か
ら
と
か
'
科
挙
に
関
心
が
な
か
っ
た
か
ら
t

と
い
う
説
明
を
加
え
て
い
る
｡
そ
れ
に
封
し
村
上
氏
は
'
そ
も
そ
も

南
宋
の
科
挙
制
度
は
経
義
と
詩
賦
の
二
コ
ー
ス
に
分
か
れ
て
お
-
'

経
義
を
受
験
し
な
-
と
も
及
第
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
'
彼
が
の
ち
の

ち
権
貴
と
積
極
的
に
交
わ
-
'
役
人
ア
レ
ル
ギ
ー
が
あ
っ
た
と
は
到

底
思
え
な
い
こ
と
t
の
二
鮎
を
指
摘
し
'
奮
説
の
成
-
立
ち
が
た
い

こ
と
を
逆
に
諾
明
し
て
い
る
｡
さ
ら
に
'
彼
の
出
自
が
そ
の
作
風
に

も
大
き
な
影
を
落
と
し
て
い
る
可
能
性
を
も
指
摘
す
る
｡
彼
の
詞
に

は
我
が
身
の
懐
才
不
遇
を
か
こ
つ
作
品
が
殆
ど
な
い
が
'
そ
れ
は
'

書

評

制
度
的
に
官
に
な
る
道
を
断
た
れ
た
硯
賓
を
彼
が
甘
ん
じ
て
受
け
入

れ
､
職
業
文
人
と
し
て
の
立
場
に
徹
し
切
っ
た
結
果
で
あ
ろ
う
t
と

推
論
す
る
｡

つ
づ
い
て
'
妻
愛
の
場
合
と
同
様
に
別
集
諸
本
の
系
譜
が
整
理
さ

れ
て
固
示
さ
れ
た
後
に
'
呉
文
英
詞
の
一
大
特
徴
を
な
す
､
権
貴
と

の
交
遊
の
閲
に
作
ら
れ
た
作
品
群
が
論
じ
ら
れ
る
｡
彼
が
交
遊
し
た

権
貴
に
は
'
皇
族
の
趨
輿
丙
の
他
､
宰
執
の
呉
潜
へ
買
似
通
'
史
宅

之
等
が
い
る
｡
彼
ら
に
献
じ
た
作
品
か
ら
'
あ
た
か
も
軒
閲
の
ご
と

き
英
文
英
の
立
場
や
'
彼
ら

｢典
雅
汲
｣
の
職
業
詞
人
が
置
か
れ
た
'

士
大
夫
詞
人
と
は
相
異
な
る
､
項
詞
創
作
の
特
殊
候
件
が
抽
出
さ
れ

て
い
る
｡
併
せ
て
'
呉
文
英
が
権
貴
の
生
目
を
祝
賀
す
る

｢寿
詞
｣

を
多
-
残
し
て
い
る
事
賓
に
も
解
れ
､
詞
が
社
交
の
重
要
な
具
と
し

て
活
用
さ
れ
て
い
た
南
宋
昔
時
の
賓
情
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
｡

音
楽
の
素
養
に
関
わ
る
問
題
は
'
歌
酔
文
学
で
も
あ
る
詞
の
本
質

と
も
直
結
L
t
ひ
と
-
呉
文
英
の
み
な
ら
ず
､
す
べ
て
の
詞
人
を
論

じ
る
際
に
不
可
避
の
問
題
で
も
あ
る
｡
と
-
に

｢典
雅
汲
｣
の
職
業

文
人
に
と
っ
て
､
音
楽
の
造
詣
は
､
己
の
存
在
憤
値
を
左
右
す
る
基

本
要
件
の
一
つ
で
あ
っ
た
｡
音
律
に
頓
着
し
な
い
士
大
夫
の
詞
に
野
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し
て
'
専
業
詞
人
が
し
ば
し
ば
手
厳
し
い
評
債
を
下
し
た
の
は
'
こ

の
鮎
こ
そ
が
平
均
的
士
大
夫
詞
人
に
優
越
す
る
彼
ら
の
強
み
だ
っ
た

か
ら
で
あ
-
'
そ
れ
ゆ
え
拘
泥
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
ろ
う
｡
音
楽
に
封
す
る
深
い
理
解
の
有
無
が
'
詞
人
と
し
て

プ
ロ
で
あ
る
か
ア
マ
で
あ
る
か
を
分
け
る
最
終
の
基
準
と
な
る
こ
と

を
'
村
上
氏
は
専
業
詞
人
の
言
説
を
引
き
な
が
ら
我
々
に
示
し
て
い

る
｡
そ
し
て
'
呉
文
英
が
音
楽
に
通
暁
し
て
い
た
こ
と
は
'
彼
の
自

度
曲
が
複
数
存
在
す
る
事
賓
に
よ
っ
て
'
す
で
に
明
ら
か
で
あ
-
'

さ
ら
に
'
墳
詞
の
教
本

『柴
府
指
迷
』
の
作
者
'
沈
義
父
が
そ
の
序

文
に
お
い
て
'
呉
文
英
と
そ
の
兄
翁
逢
龍
か
ら
詞
撃
を
教
わ
っ
た
と

明
記
し
て
い
る
事
案
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
る
｡
呉
文
英
は
自
ら
の
詞

撃
観
を
何

一
つ
語
っ
て
は
い
な
い
が
､
彼
が
プ
ロ
中
の
プ
ロ
の
詞
人

で
あ
っ
た
こ
と
を
'
そ
れ
ら
の
事
賓
が
す
で
に
雄
梓
に
物
語
っ
て
い

る
の
で
あ
る
｡

周
邦
彦
と
の
闘
わ
-
に
つ
い
て
は
､
こ
れ
ま
で
の
各
章
に
お
い
て

も
'
村
上
氏
の
持
論
が
繰
-
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
村
上
氏
は
'

呉
文
英
詞
の
中
に
'
周
邦
彦
の
詞
風
の
い
っ
そ
う
純
化
さ
れ
た
形
を

見
出
し
て
い
る
｡
た
と
え
ば
'
次
の
よ
う
に
｡

も
と
も
と
詞
'
こ
と
に
慢
詞
は
'
｢誰
が
｣
､
｢
い
つ
｣
'
｢ど

こ
で
｣
'
｢何
を
し
た
｣
と
い
う
よ
う
な
叙
事
の
基
本
を
無
視
す

る
と
こ
ろ
に
根
元
的
な
特
色
が
あ
る
と
思
う
が
'
こ
の
鮎
で
は
'

周
邦
彦
を
経
て
呉
文
英
に
至
っ
て
い
っ
そ
う
純
粋
化
さ
れ
'
ほ

と
ん
ど
極
限
に
達
し
た
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
(
一
五

四
頁
)

呉
文
英
の

｢如
詩
家
之
有
季
商
陰
也
｣
と
許
さ
れ
る
よ
う
な

華
麗
な
措
辞
へ
｢晦
淀
｣
と
も
許
さ
れ
る
よ
う
な
隠
微
な
表
現

は
'
む
し
ろ
周
邦
彦
を
超
え
る
も
の
が
あ
る
が
'
そ
れ
は
決
し

て
活
量
詞
と
方
向
を
異
に
す
る
も
の
で
は
な
く
'
清
異
詞
に
本

来
的
に
内
在
す
る
指
向
性
を
そ
の
ま
ま
に
馨
展
さ
せ
た
と
い
え

る
よ
う
に
思
う
｡
(
一
五
五
頁
)

村
上
氏
は
'
こ
の
よ
う
に
周
邦
彦
と
呉
文
英
の
緊
密
な
継
承
関
係

を
指
摘
す
る

一
方
で
'
そ
れ
が
呉
文
英
の
作
家
と
し
て
の
純
粋
な
個

性
に
全
て
由
来
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
こ
と
を
併
せ
て
主
張
し
て

い
る
｡
な
ぜ
な
ら
'
権
貴
に
奉
仕
す
る
職
業
詞
人
の
性
と
し
て
'
彼

も
権
貴
の
噂
好
を
第

1
に
考
え
､
そ
れ
に
沿
う
よ
う
に
詞
を
製
作
し

た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
彼
が
周
邦
彦
に
近
似
し
た
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詞
を
書
い
た
の
は
'
結
局
の
と
こ
ろ
'
権
貴
が
そ
れ
を
欲
し
た
か
ら

だ
'
と
い
う
論
理
に
締
着
す
る
｡
南
宋
中
後
期
の
貴
人
た
ち
は
､
北

宋
未
徽
宗
朝
の
洗
練
さ
れ
た
貴
族
的
文
化
を
愛
好
し
敬
慕
し
た
｡
周

邦
彦
は
徽
宗
朝
の
大
嵐
府
に
あ

っ
て
'
そ
の
欄
熟
し
た
文
化
の

一
翼

を
確
か
に
掩

っ
た
詞
人
で
あ
る
か
ら
'
そ
の
詞
は
彼
ら
の
好
筒
に

も

っ
と
も
合
致
し
て
い
た
｡

呉
文
英
は
'
今
日
の
中
国
に
お
い
て
も
ホ
ッ
-
な
研
究
野
象
の

一

つ
で
あ
る
が
､
修
辞
表
現
の
特
徴
分
析
や
風
格
の
議
論
を
主
催
と
す

る
作
品
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
鷹
倒
的
に
多
い
｡
村
上
氏
の
論
の
よ
う

に
､
呉
文
英
の
詞
の
位
相
を
'
職
業
詞
人
と
し
て
の
彼
の
立
場
と
昔

時
の
貴
人
階
層
を
中
心
と
す
る
文
人
趣
味
に
関
係
づ
け
論
じ
た
研
究

を
､
私
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
｡
こ
の
論
に
よ
っ
て
､
呉
文
英
詞

を
謹
み
解
-
た
め
の
新
し
い
覗
鮎
が
'
確
賓
に
付
け
加
え
ら
れ
た
と

い
っ
て
よ
い
｡

村
上
詞
撃
は
､
中
国
近
代
詞
撃
の
俸
続
を
襲
い
'
考
課
を
軸
に
論

が
展
開
す
る
の
を
最
大
の
特
徴
と
す
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
'
辛
棄
疾
の

よ
う
に
博
記
資
料
が
豊
富
に
博
わ

っ
て
い
る
封
象
な
ら
ば
と
も
か
-

も
､
呉
文
英
の
よ
う
に
そ
れ
が
殆
ど
停
わ
ら
な
い
詞
人
の
場
合
は
'

書

評

普
通
な
ら
ば
も

っ
と
も
困
難
な
野
象
と
な
る
は
ず
で
あ
る
｡
し
か
も
'

彼
は
経
歴
の
み
な
ら
ず
作
品
も
'
隠
権
と
象
徴
表
現
に
よ
っ
て
埋
め

ら
れ
'
散
文
的
ロ
ジ
ッ
ク
や
考
護
的
世
界
と
は
お
よ
そ
縁
遠
い
場
所

に
位
置
し
て
い
る
｡
し
か
し
村
上
氏
は
､
凡
愚
の
疎
想
を
見
事
に
裏

切
-
'
こ
の
困
難
き
わ
ま
り
な
い
封
象
と
四
つ
に
組
み
'
見
事
に
そ

れ
を
組
み
伏
せ
て
､
従
来
に
な
い
滞
日
の
呉
文
英
論
を
生
み
出
し
て

い
る
｡
村
上
氏
の
呉
文
英
論
は
､
『南
宋
篇
』
の
な
か
の
白
眉
と
も

い
う
べ
き

一
章
で
あ
-
､
こ
の
一
章
の
な
か
に
'
村
上
氏
の
南
宋
文

人
詞
に
関
わ
る
積
年
の
構
想
と
知
見
の
す
べ
て
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
感
じ
た
｡

｢綜
論
｣
を
除
-
三
幸
が
､
中
国
近
代
詞
撃
に
お
い
て
至
高
の
許

債
を
す
で
に
獲
得
し
て
い
る
南
末
の
三
大
家
を
野
象
と
す
る
も
の
で

あ
る
の
に
対
し
'
第
五
章
で
採
り
上
げ
ら
れ
る
周
密
は
､
村
上
氏
に

よ
れ
ば
'
今
日
､
し
か
る
べ
き
正
普
な
評
債
を
得
て
い
な
い
詞
人
で

あ
る
｡
氏
は
'
彼
の
家
系
お
よ
び
経
歴
と
詞
集
'
早
期
の
詞
'
晩
年

の
詞
と
い
う
三
つ
の
桂
に
よ
っ
て
周
密
詞
論
を
展
開
し
'
彼
が
辛

･

妻

･
呉
三
家
に
封
し
け
っ
し
て
見
劣
り
し
な
い
詞
人
で
あ
る
こ
と
を
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強
調
す
る
｡

ま
ず
､
彼
の
家
系
が
申
し
分
の
な
い
名
家
で
あ
り
'
｢
二
者
｣
と

並
稀
さ
れ
る
呉
文
英
と
比
べ
'
遥
か
に
恵
ま
れ
た
家
庭
環
境
で
あ

っ

た
こ
と
が
説
か
れ
る
｡
彼
は

一
度
地
方
官

(義
烏
願
令
)
に
就
い
た

経
歴
を
も
つ
が
'
す
ぐ
に
宋
朝
が
滅
ぼ
さ
れ
た
た
め
へ
杭
州
に
あ
る

妻
楊
氏
の
書
家
に
身
を
寄
せ
､
道
民
と
し
て
後
半
生
を
選
っ
た
｡
彼

の
主
要
な
詞
集
に
は
'
周
密
自
編
の

『頚
州
漁
笛
譜
』
と
'
乾
隆
年

間
の
輯
侠
本

『集
外
詞
』
が
あ
る
が
'
前
者
は
宋
朝
滅
亡
以
前
の
作

品
し
か
収
め
ず
､
滅
亡
後
の
作
品
は
す
べ
て
後
者
に
収
め
ら
れ
て
い

る
｡
王
朝
の
崩
壊
と
い
う
大
事
件
が
昔
時
の
文
人
に
輿
え
た
影
響
は

む
ろ
ん
多
大
で
あ
り
'
周
密
の
詞
に
も
そ
れ
が
如
責
に
表
れ
て
い
る
｡

し
か
し
'
奮
乗
の
周
密
評
債
は
殆
ど
す
べ
て
が

『房
州
漁
笛
譜
』
中

の
作
品
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
お
-
'
彼
が
道
民
と
な
っ
て
以
後
の

作
品
が
顧
み
ら
れ
て
お
ら
ず
'
村
上
氏
は
こ
の
鮎
を
不
服
と
す
る
｡

そ
こ
で
'
『頚
州
漁
笛
譜
』
と

『集
外
詞
』
の
作
例
を
そ
れ
ぞ
れ
分

析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
彼
の
詞
風
の
愛
化
を
明
ら
か
に
し
､
そ
れ

を
基
礎
と
し
て
新
た
な
る
周
密
詞
論
を
構
築
し
て
い
る
｡

『森
川
漁
笛
譜
』
に
収
め
ら
れ
る
早
期
の
詞
に
は
'
文
人
仲
間
の

曾
合
や
貴
人
の
華
や
か
な
宴
曾
'
園
進
に
お
い
て
詠
じ
ら
れ
た
作
が

少
な
-
な
い
｡
村
上
氏
は
'
そ
う
い
う
機
合
に
作
ら
れ
た
作
例
を

1

篇

(｢瑞
鶴
仙
･
寄
聞
結
吟
董
-
-
｣)
採
-
上
げ
'
類
似
の
背
景
の
も

と
作
ら
れ
た
呉
文
英
の
作
例

(｢高
陽
墓
･
豊
薬
種
-
-
｣
)
と
の
比
較

を
試
み
て
い
る
｡
村
上
氏
は
'
表
現
の
洗
練
と
い
う
鮎
で
周
密
の
作

が
非
凡
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
'
呉
文
英
の
作
に
認
め
ら
れ
る

複
雑
な
陰
影
や
深
み
に
乏
し
い
こ
と
を
理
由
に
'
英
文
英
の
方
に
軍

配
を
上
げ
て
い
る
｡

一
方
､
『集
外
詞
』
所
収
の
晩
年
の
作
に
お
い
て
'
こ
の
種
の
題

材
は
影
を
潜
め
る
｡
こ
の
一
事
を
も

っ
て
し
て
も
'
宋
朝
滅
亡
後
'

彼
の
詞
作
環
境
が
大
き
く
埜
化
し
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡

そ
し
て
'
現
賓
に
彼
の
詞
も
大
き
-
蟹
質
し
'
晩
年
に
い
た
っ
て
精

彩
を
放
ち
始
め
る
t
と
い
う
｡
と
-
に
､
宋
朝
滅
亡
前
夜
'
南
宋
帝

后
の
陵
墓
が
暴
か
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
き
'
こ
の
事
件
に
封
す
る

思
い
を
十
四
名
の
文
人
が
題
詠
の
詞
に
寄
託
し
て
詠
じ
た
作
品
群
が

あ
る
が
､
周
密
の
三
首
は
'
王
折
孫
の
詞
と
甲
乙
つ
け
が
た
い
ほ
ど

の
傑
作
で
あ
る
t
と
村
上
氏
は
絶
賛
す
る
｡
ま
た
'
梅
を
詠
じ
た
早

期
と
晩
年
の
作
例
を

1
つ
ず
つ
挙
げ
て
比
較
し
'
早
期
の
作
が
表
現
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技
巧
を
誇
示
す
る
か
の
よ
う
な
詞
風
で
あ
る
の
に
暫
し
'
晩
年
の
作

例
に
は
深
い
感
慨
が
込
め
ら
れ
'
拝
情
詩
と
し
て
き
わ
め
て
高
い
境

地
に
達
し
て
い
る
t
と
す
る
｡
そ
し
て
最
後
に
村
上
氏
は
､
周
密
を

呉
文
英
よ
り

一
段
低
-
見
積
も
っ
た
周
済

(
『宋
四
家
詞
選
』)
の
見

識
を
疑
う

一
方
へ
周
密
を
史
達
観
'
委
棄
､
呉
文
英
'
王
折
孫
'
張

炎
と
並
ん
で
許
債
し
た
'
-

周
済
と
同
時
代
人
で
'
具
申
詞
波
に

屠
す
る
-

尤
載

(
1
七
八
六
-
一
八
五
六
/

『宋
七
家
詞
選
』)
の
慧

眼
を
高
-
評
債
し
て
い
る
｡

以
上
'
南
宋
詞
に
関
わ
る
五
章
の
他
に
も
'
中
庸
の
頃
に
盛
ん
に

作
ら
れ
始
め
る

｢楊
柳
枝
｣
の
源
流
と
展
開
を
'
音
楽
と
の
関
わ
-

で
論
じ
た
力
作

｢楊
柳
枝
詞
考
｣
や
'
民
間
に
お
け
る
詞
の
流
行
を

具
髄
的
に
博
え
る
陶
枕
の
詞
に
つ
い
て
の
論
考
'
『詞
律
』
の
編
者

と
し
て
知
ら
れ
る
清
初
の
文
人
'
寓
樹
に
つ
い
て
詳
論
し
た

｢文
人

之
最
｣
の
三
篇
が
附
論
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
｡
い
ず
れ
も
こ
れ

ま
で
'
取
-
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
新
し
い
テ
ー
マ
で
あ
-
､

き
わ
め
て
高
い
債
値
が
含
ま
れ
る
が
'
紙
幅
の
都
合
に
よ
-
､
本
稿

で
の
紺
か
な
紹
介
は
割
愛
す
る
｡

書

評

*

*

『南
宋
篇
』
で
用
い
ら
れ
た
方
法
は
'
『唐
五
代
北
宋
篇
』
の
そ

れ
と
基
本
的
に
は
襲
わ
ら
な
い
｡
す
な
わ
ち
'
村
上
詞
学
の
基
本
型

は
'
考
葦
を
軸
と
す
る
賓
.譜
].l的
な
作
者
論
で
あ
る
｡
に
も
か
か
わ
ら

ず
'
両
者
を
謹
み
終
え
て
似
通
っ
た
讃
後
感
を
抱
-
譲
者
は
'
お
そ

ら
-
少
な
い
で
あ
ろ
う
｡
『唐
五
代
北
宋
篇
』
の
明
快
さ
が
'
『南
宋

篇
』
で
は
い
さ
さ
か
後
退
L
t
そ
の
分
t
よ
り
複
雑
で
難
解
な
印
象

を
受
け
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
そ
の
要
因
は
む
ろ
ん
村
上
氏
の
側

に
あ
る
わ
け
で
は
な
-
'
野
象
と
す
る
詞
人
お
よ
び
詞
の
質
的
相
違

に
起
因
し
て
い
る
｡

『唐
五
代
北
宋
篇
』
で
論
じ
ら
れ
た
詞
人
は
殆
ど
が
士
大
夫
で
あ

-
､
そ
の
詞
も
'
『南
宋
篇
』
の
分
類
に
従
え
ば
'
大
半
が

｢現
賓

汲
｣
の
作
品
で
あ
る
｡
よ
っ
て
､
俸
記
資
料
が
比
較
的
多
-
残

っ
て

い
る
上
､
作
品
も
練
じ
て
シ
ン
プ
ル
で
分
か
り
や
す
い
｡

一
方
'

『南
宋
篇
』
で
採
-
上
げ
ら
れ
た
詞
人
は
'
辛
棄
疾
を
除
-
と
'
す

べ
て
が
非
官
僚
の
職
業
文
人
で
あ
っ
た
｡
彼
ら
は
俸
記
資
料
に
乏
し

-
､
作
品
の
各
表
現
は
絶
じ
て
暗
示
的
で
難
解
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
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て
'
彼
ら
は
も
と
も
と
'

作
家
論
的
に
も
作
品
論
的
に
も
､
考
譜
を

阻
む
大
き
な
困
難
を
内
包
し
て
い
た
｡
そ
れ
が
結
果
的
に
'
『南
宋

篇
』
を
､
よ
-
難
解
に
感
じ
さ
せ
る
大
き
な
要
因
に
な
っ
て
い
よ
う
｡

と
こ
ろ
で
'
｢硯
脊
振
｣
の
南
宋
詞
人
は
'
辛
棄
疾
以
外
に
も
､

李
綱
'
張
元
幹
､
陳
亮
､
劉
過
､
劉
克
荘
等
々
多
数
お
り
'
教
の
上

で
は

｢典
雅
派
｣
詞
人
に
け
っ
し
て
引
け
を
と
ら
な
い
｡
よ
っ
て
､

彼
ら
が
よ
-
多
く
採
り
上
げ
ら
れ
論
じ
ら
れ
て
い
れ
ば
､
『南
宋

篇
』
の
讃
後
感
も
大
分
襲
化
し
た
に
違
い
な
い
｡
し
か
し
'
村
上
氏

が
最
終
的
に
そ
う
い
う
構
成
を
採
ら
ず
'
三
野

l
の
比
率
で

｢典
雅

汲
｣
詞
人
を
よ
-
多
-
探
-
上
げ
た
の
は
'
お
そ
ら
-
近
世
近
代
に

至
る
ま
で
の
中
国
詞
撃
史
を
視
野
に
納
め
た
上
で
の
決
断
で
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
｡
近
世
近
代
の
詞
単
軌
は
'
揮

1
的
に
い
え
ば
'
｢典
雅

汲
｣
を
中
心
に
構
築
さ
れ
た
｡
そ
し
て
'
私
見
に
よ
れ
ば
､
村
上
詞

撃
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
'
現
在
な
お
命
脈
を
保
つ
'
中
国
詞
撃
の
博

続
に
連
績
す
る
こ
と
に
あ
る
｡
よ
っ
て
'
『南
宋
篇
』
に
お
い
て
､

｢典
雅
汲
｣
詞
人
が
論
究
の
中
心
に
置
か
れ
た
の
は
'
必
然
の
結
果

で
あ
っ
た
｡

幾
ら
か
難
解
さ
が
増
し
た
と
は
い
え
､
『南
宋
篇
』
に
数
多
-
の

新
し
い
見
解
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
'
本
稿
に
お
い
て
す
で
に
具
鰭
的

に
紹
介
し
た
と
お
-
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
新
し
い
知
見
の
数
々
は
'

『唐
五
代
北
宋
篇
』
と
同
様
に
､
再
び
中
国
の
本
流
に
大
き
な
波
紋

を
投
げ
か
け
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
反
響
を
'
私
も
固
唾

を
呑
ん
で
見
守

っ
て
い
る
｡

(二
〇
〇
六
年
十
二
月

創
文
社
)
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