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は
じ
め
に

　

中
国
古
典
詩
に
お
い
て
、
女
性
を
描
写
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
表

現
の
一
つ
に
擣
衣
が
あ
る
。
擣
衣
と
は
、
衣
服
を
仕
立
て
た
り
仕
立

て
直
し
た
り
す
る
際
に
、
裁
縫
の
前
段
階
と
し
て
、
堅
い
布
地
を
石

の
上
に
置
い
て
杵
で
つ
く
こ
と
で
柔
ら
か
く
す
る
、
そ
の
作
業
の
こ

と
で
あ
る
。
女
性
の
秋
の
夜
な
べ
仕
事
と
し
て
、
古
代
か
ら
近
代
ま

で
行
わ
れ
続
け
て
き
た
た
め
、
女
性
に
馴
染
み
の
あ
る
動
作
と
し
て
、

文
学
作
品
で
広
く
描
写
さ
れ
た
。

　

擣
衣
に
関
す
る
先
行
研
究
は
い
く
つ
か
存
在
す
る
が
、
通
時
代
的

に
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
や
、
日
本
文
学
に
お
け
る
受
容
の
あ
り
方

に
焦
点
を
当
て
た
も
の
、
絹
織
物
の
歴
史
を
研
究
す
る
一
環
と
し
て

擣
衣
を
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
な
ど
で
あ
り
、
文
学
作
品
上
で
擣
衣

が
登
場
し
始
め
た
六
朝
期
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
が
な
く
、
い
ま
だ

考
察
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
）
（
（

。

　

当
論
文
で
は
、
六
朝
に
お
け
る
擣
衣
描
写
の
成
立
発
展
の
過
程
を
、

作
品
を
適
宜
取
り
上
げ
つ
つ
、
閨
怨
詩
や
呉
歌
・
西
曲
と
の
関
係
、

斉
梁
の
文
学
集
団
の
中
で
の
受
容
の
あ
り
方
な
ど
の
側
面
か
ら
考
察

し
て
い
く
）
（
（

。
１

擣
衣
と
は

　

あ
ま
り
に
生
活
に
密
着
し
た
作
業
で
あ
っ
た
た
め
か
、
擣
衣
に
つ

い
て
言
及
す
る
文
献
は
少
な
い
。
さ
ら
に
六
朝
の
擣
衣
を
解
説
し
た

も
の
と
し
て
は
、
明
・
楊
慎
『
升
菴
詩
話
』
が
確
認
で
き
る
の
み
で

あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
晋
・
呂
忱
撰
『
字
林
』
を
引
い
て
次
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
『
字
林
』
云
「
直
舂
曰
搗
」
古
人
搗
衣
、
両
女
子
対
立
執
一
杵
、

如
舂
米
。
然
今
易
作
臥
杵
対
坐
搗
之
、
取
其
便
也
。
嘗
見
六
朝
人
画

「
搗
衣
図
」、
其
制
如
此
）
（
（

。

 　
　

六
朝
の
擣
衣
に
つ
い
て

　
　
　
　
　　
　

北　

島　

大　

悟　
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『
字
林
』
に
云
ふ
「
直

ち
ょ
く
し
ょ
う

舂
を
搗
と
曰
ふ
」
と
。
古
人
の
搗
衣
は
、

両
女
子
対
立
し
て
一
杵
を
執
る
こ
と
、
米
を
舂
く
が
ご
と
し
。
然
る

に
今
易
は
り
て
杵
を
臥
し
対
坐
し
て
之
を
搗
く
を
作
す
は
、
其
の
便

を
取
れ
ば
な
り
。
嘗
て
六
朝
人
の
「
搗
衣
図
」
を
画
く
を
見
る
に
、

其
の
制
此
く
の
ご
と
し
。

　

こ
の
記
述
に
よ
る
と
、
搗
衣
と
は
、
古
代
で
は
二
人
の
女
性
が
立

っ
て
向
か
い
合
い
杵
を
手
に
取
り
、
米
を
つ
く
よ
う
に
布
を
打
つ
作

業
で
あ
る
。
時
代
が
下
る
も
の
の
、
盛
唐
・
張
萱
「
擣
練
図
」
が
現

存
し
て
お
り
、
楊
慎
の
記
述
と
同
じ
く
、
立
ち
姿
の
二
人
の
女
性
が

杵
で
布
を
つ
く
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
）
（
（

。

　

ま
た
、
中
村
裕
一
『
中
国
古
代
の
年
中
行
事　

第
三
冊　

秋
』

（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
）
で
は
、「
き
ぬ
た
」
の
項
目
を
立
て
て
次

の
よ
う
に
解
説
す
る
。

　

砧
と
は
衣
板
（
き
ぬ
い
た
）
を
つ
づ
め
た
言
い
方
で
あ
る
。
槌
で

布
を
打
ち
、
繊
維
を
和
ら
げ
艶
を
出
す
た
め
の
木
製
ま
た
は
石
製
の

作
業
台
を
砧
と
い
う
。
ま
た
は
転
じ
て
砧
を
打
つ
こ
と
を
い
う
。
布

を
打
ち
、
砧
を
打
つ
こ
と
は
、
女
性
の
秋
の
夜
な
べ
仕
事
と
さ
れ
た
。

砧
を
打
つ
こ
と
は
秋
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
詩
題
と
し

て
秋
に
歌
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
、
便
宜
的
に
秋
に
置
く
。

　

つ
ま
り
擣
衣
と
は
、
衣
服
を
作
る
工
程
の
一
つ
で
あ
り
、
秋
の
女

性
の
夜
な
べ
仕
事
で
あ
り
、
杵
と
砧
を
用
い
る
作
業
で
あ
り
、
複
数

人
で
行
う
も
の
で
あ
っ
た
。

２　

閨
怨
詩
と
織
縫
の
関
係

　

先
行
研
究
に
お
い
て
、
六
朝
期
の
擣
衣
詩
の
ほ
と
ん
ど
は
「
異
郷

の
良
人
を
偲
ぶ
佳
人
の
心
の
奥
深
く
に
入
り
込
ん
で
、
そ
の
身
に
な

り
か
わ
っ
て
歌
う
と
い
う
形
に
な
る
」
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い

る
）
（
（

。
そ
れ
に
従
え
ば
、
擣
衣
の
描
写
は
、
所
謂
閨
怨
詩
に
分
類
さ
れ

る
作
品
に
多
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
閨
怨
詩
の
成
り
立
ち

と
、
裁
縫
の
表
現
の
関
係
を
探
る
。

　

閨
怨
詩
は
、
後
漢
の
成
立
と
さ
れ
る
古
詩
十
九
首
以
来
の
伝
統
を

持
つ
と
さ
れ
る
。
そ
の
古
詩
十
九
首
の
時
点
で
、
す
で
に
夫
の
衣
類

を
心
配
す
る
表
現
や
、
裁
縫
の
描
写
が
確
認
で
き
る
。

　
「
古
詩
十
九
首　

其
十
六
」
三
～
四
句

　

涼
風
率
已
厲　

涼
風�

率に
は

か
に
已も

つ

て
厲は

げ

し
く

　

游
子
寒
無
衣　

游
子�

寒
く
し
て�

衣�

無
け
ん
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「
古
詩
十
九
首　

其
十
八
」
一
～
六
句

　

客
従
遠
方
来　

客�

遠
方
よ
り
来
た
り

　

遺
我
一
端
綺　

我
に
一
端
の
綺
を
遺
る

　

相
去
万
余
里　

相
去
る
こ
と
万
余
里

　

故
人
心
尚
爾　

故
人�

心�

尚
ほ
爾
り

　

文
綵
双
鴛
鴦　

文
綵
は
双
鴛
鴦

　

裁
為
合
歓
被　

裁
ち
て
合
歓
の
被
と
為
す

　

其
十
六
は
、
遠
方
に
出
か
け
た
夫
が
防
寒
着
を
持
た
ず
寒
い
思
い

を
し
て
い
る
だ
ろ
う
と
心
配
す
る
描
写
で
あ
る
。
其
十
八
は
、
遠
方

の
夫
が
人
づ
て
で
綾
絹
を
送
っ
て
き
た
た
め
、
し
と
ね
を
作
っ
て
帰

り
を
待
と
う
と
い
う
描
写
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
閨
怨
詩

は
始
ま
り
の
時
点
で
す
で
に
衣
服
や
裁
縫
の
描
写
を
含
む
も
の
で
あ

っ
た
。

　

ま
た
、
閨
怨
詩
で
は
な
い
も
の
の
、
牽
牛
織
女
の
伝
説
を
主
題
と

す
る
其
十
で
は
、
職
務
と
し
て
機
織
り
に
従
事
し
な
が
ら
も
涙
に
暮

れ
る
織
女
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
「
古
詩
十
九
首　

其
十
」
三
～
六
句

　

纖
纖
擢
素
手　

纖
纖
と
し
て
素
手
を
擢あ

げ

　

札
札
弄
機
杼　

札
札
と
し
て
機
杼
を
弄
す

　

終
日
不
成
章　

終
日�

章
を
成
さ
ず

　

泣
涕
零
如
雨　

泣
涕�

零
つ
る
こ
と
雨
の
ご
と
し

　

織
女
の
思
婦
と
し
て
の
姿
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
機
織
り
の
表
現

は
、
時
代
が
下
っ
て
魏
・
曹
植
に
至
る
と
、
閨
怨
詩
に
も
組
み
込
ま

れ
た
。

　
　

魏
・
曹
植
「
雑
詩　

六
首　

其
三
」

　

西
北
有
織
婦　

西
北
に
織
婦
有
り

　

綺
縞
何
繽
紛　

綺
縞�

何
ぞ
繽
紛
た
る

　

明
晨
秉
機
杼　

明
晨�

機
杼
を
秉と

り

　

日
昃
不
成
文　

日
昃か

た
むく

も�

文
成
ら
ず

　

太
息
終
長
夜　

太
息
し
て�

長
夜
を
終
へ
ん
と
す
れ
ば

　

悲
嘯
入
青
雲　

悲
嘯�

青
雲
に
入
る

　

妾
身
守
空
閨　

妾
が
身�

空
閨
を
守
り

　

良
人
行
従
軍　

良
人�

行
き
て
従
軍
す

　

自
期
三
年
帰　

自
ら
三
年
に
し
て
帰
る
を
期
す
も

　

今
已
歴
九
春　

今
已
に
九
春
を
歴
た
り

　

織
婦
が
従
軍
す
る
夫
を
待
ち
な
が
ら
機
織
り
を
続
け
る
様
子
が
描

か
れ
て
い
る
。
古
詩
十
九
首
其
十
八
の
時
点
で
は
、
送
ら
れ
て
き
た
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綾
絹
で
裁
縫
を
思
い
立
つ
だ
け
で
あ
っ
た
も
の
が
、
曹
植
の
作
品
で

は
具
体
的
な
工
程
の
描
写
と
し
て
機
織
り
が
組
み
込
ま
れ
た
。
こ
れ

は
、
閨
怨
詩
に
お
け
る
衣
服
の
表
現
の
幅
を
広
げ
よ
う
と
模
索
し
た

結
果
と
い
え
る
。
文
人
達
が
服
作
り
の
作
業
の
一
つ
と
し
て
擣
衣
に

着
目
す
る
の
も
自
然
の
成
り
行
き
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

３　

擣
衣
表
現
の
発
生

　

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
裁
縫
や
機
織
り
の
表
現
は
、
閨
怨
詩
の

成
立
段
階
か
ら
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
。
そ
こ
に
擣
衣
の
表
現
が
組

み
込
ま
れ
た
の
は
、
東
晋
以
降
の
こ
と
で
あ
る
）
（
（

。
次
は
、
擣
衣
表
現

の
初
期
の
姿
を
確
認
す
る
。

　

ま
ず
、
擣
衣
が
表
現
さ
れ
た
作
品
と
し
て
現
存
最
古
の
も
の
で
あ

る
東
晋
・
曹
毗
「
夜
聴
擣
衣
」
を
と
り
あ
げ
る
）
（
（

。

　
　

東
晋
・
曹
毗
「
夜
聴
擣
衣
（
夜�

衣
を
擣
つ
を
聴
く
）」

　

寒
興
御
紈
素　

寒
興
り
て
紈
素
を
御ぎ

よ

せ
ん
と
し

　

佳
人
理
衣
衾　

佳
人�

衣
衾
を
理を

さ

む

　

冬
夜
清
且
永　

冬
夜�

清
く
且
つ
永
く

　

皓
月
照
堂
陰　

皓
月�

堂
陰
を
照
ら
す

　

繊
手
畳
軽
素　

繊
手
も
て
軽
素
を
畳
み

　

朗
杵
叩
鳴
砧　

朗
杵
も
て
鳴
砧
を
叩
く

　

清
風
流
繁
節　

清
風
は
繁
節
を
流
し

　

回
飈
灑
微
吟　

回く
わ
い
へ
う飈は

微
吟
を
灑ち

ら
す

　

嗟
此
往
運
速　

此
の
往
運
の
速
か
な
る
を
嗟な

げ

き

　

悼
彼
幽
滞
心　

彼
の
幽
滞
の
心
を
悼
む

　

二
物
感
余
懐　

二
物�

余
が
懐
ひ
を
感
ぜ
し
む

　

豈
但
声
与
音　

豈
に
但
に
声
と
音
と
の
み
な
ら
ん
や

　

冬
の
夜
、
防
寒
着
を
仕
立
て
る
女
性
の
様
子
を
描
い
て
い
る
。
全

体
の
構
成
は
、
風
に
乗
っ
て
聞
こ
え
て
く
る
擣
衣
の
音
か
ら
、
夫
を

思
い
憂
い
悲
し
む
女
性
が
い
る
こ
と
を
想
像
し
同
情
す
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
空
閨
を
か
こ
つ
女
性
の
立
場
か
ら
う
た
う
閨
怨
詩
と
は

構
成
が
異
な
る
も
の
の
、
擣
衣
の
表
現
は
、
そ
の
初
期
段
階
に
お
い

て
思
婦
の
描
写
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

次
に
、
宋
・
謝
恵
連
「
擣
衣
」
を
と
り
あ
げ
る
。
梁
・
鍾
嶸
『
詩

品
』
で
、
謝
恵
連
の
秀
作
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
）
（
（

。

ま
た
『
文
選
』
所
収
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
六
朝
を
代
表
す
る
擣
衣
の

詩
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
　

宋
・
謝
恵
連
「
擣
衣
（
衣
を
擣
つ
）」

　

衡
紀
無
淹
度　

衡か
う
き紀�

度
を
淹と

ど

む
る
無
く

　

晷
運
倐
如
催　

晷き
う
ん運�

倐た
ち
まち

に
催
さ
る
る
が
ご
と
し
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白
露
滋
園
菊　

白
露
は
園
菊
を
滋
し

　

秋
風
落
庭
槐　

秋
風
は
庭
槐
を
落
と
す

　

粛
粛
莎
雞
羽　

粛
粛
た
り
莎さ

け
い雞

の
羽

　

烈
烈
寒
螿
啼　

烈
烈
た
り
寒か

ん
し
や
う螿の

啼こ
ゑ

　

夕
陰
結
空
幙　

夕
陰�

空く
う
ば
く幙

に
結
び

　

霄
月
皓
中
閨　

霄せ
う
げ
つ月�

中
閨
に
皓し

ろ

し

　

美
人
戒
裳
服　

美
人�
裳
服
を
戒と

と
のへ

　

端
飾
相
招
攜　

端
飾
し
て
相あ

ひ

招せ
う
け
い攜

す

　

簪
玉
出
北
房　

玉
を
簪

か
ん
ざ
しに

し
て
北
房
よ
り
出
で

　

鳴
金
歩
南
階　

金
を
鳴
ら
し
て
南
階
に
歩
む

　

欄
高
砧
響
発　

欄�

高
く
し
て�

砧
響�
発お

こ

り

　

楹
長
杵
声
哀　

楹は
し
ら�

長
く
し
て�

杵
声�

哀
し

　

微
芳
起
両
袖　

微
芳
は
両
袖
に
起
り

　

軽
汗
染
双
題　

軽
汗
は
双
題
を
染
む

　

紈
素
既
已
成　

紈ぐ
わ
ん
そ素
は
既す

で已
に
成
る
も

　

君
子
行
未
帰　

君
子
は
行
き
て
未
だ
帰
ら
ず

　

裁
用
笥
中
刀　

裁た

つ
に
笥し

ち
ゆ
う中
の
刀
を
用
ひ

　

縫
為
万
里
衣　

縫
ひ
て
万
里
の
衣
を
為つ

く

る

　

盈
箧
自
余
手　

箧は
こ

に
盈い

る
る
は
余わ

が
手
よ
り
し

　

幽
緘
候
君
開　

緘と
ぢ
めを

幽と
ざ

し
て
君
の
開
く
を
候ま

つ

　

腰
帯
准
疇
昔　

腰
帯
は
疇ち

う
せ
き昔
に
准な

ぞ
らふ

　

不
知
今
是
非　

今
の
是
非
を
知
ら
ず

　

全
体
の
構
成
は
、
第
一
～
二
句
で
時
間
の
経
過
の
速
さ
、
第
三
～

八
句
で
秋
の
景
物
、
第
九
～
二
十
句
で
夜
に
女
性
が
衣
服
を
仕
立
て

る
姿
を
描
き
、
末
尾
の
四
句
で
仕
立
て
た
衣
服
を
離
れ
た
場
所
に
い

る
夫
に
送
ろ
う
と
す
る
様
子
を
述
べ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
曹

毗
の
作
品
と
は
異
な
り
、
女
性
の
立
場
か
ら
描
か
れ
た
閨
怨
詩
と
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、
女
性
の
姿
態
と
そ
の
作
業
の
描
写
が
全
体
の
半

数
を
占
め
て
い
る
。
曹
毗
の
作
品
で
は
簡
素
な
表
現
に
収
ま
っ
て
い

た
描
写
が
増
加
し
た
背
景
に
は
、
仕
立
て
の
様
子
を
擣
衣
や
裁
断
な

ど
の
実
際
の
工
程
に
即
し
つ
つ
も
、
女
性
の
姿
を
で
き
る
だ
け
美
し

く
描
こ
う
と
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

擣
衣
の
様
子
は
、
第
十
三
～
十
六
句
の
四
句
で
描
写
さ
れ
て
い
る
。

第
十
句
「
端
飾
し
て
相
招
攜
す
（
着
飾
り
連
れ
立
っ
て
い
く
）」
第

十
八
句
「
軽
汗
は
双
題
を
染
む
（
汗
が
二
人
の
額
を
染
め
る
）」
と

い
っ
た
表
現
か
ら
、
前
述
の
楊
慎
『
升
菴
詩
話
』
の
と
お
り
、
複
数

の
女
性
で
行
う
作
業
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
作
品
は
、
秋
夜
に
夫
と
離
れ
た
女
性
が
防
寒
着
を

仕
立
て
る
こ
と
を
描
い
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
防
寒
着
は
夫

の
た
め
に
作
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
送
り
届
け
よ
う
と
す
る
姿
ま
で

が
描
か
れ
て
い
る
。
曹
毗
の
作
品
に
比
べ
、
状
況
設
定
の
詳
細
化
・
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具
体
化
が
進
ん
で
い
る
。

　

な
お
、
謝
恵
連
「
擣
衣
詩
」
の
、
遠
方
の
夫
の
た
め
に
衣
服
を
仕

立
て
送
り
届
け
る
と
い
う
構
成
は
、
梁
・
武
帝
「
擣
衣
詩
」
柳
惲

「
擣
衣
詩
」
庾
信
「
夜
聴
搗
衣
」
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
謝
恵
連
の
作
品
が
後
世
に
与
え
た
影
響
は
大
き
く
、
擣

衣
を
主
題
と
す
る
作
品
の
典
型
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

４　

民
歌
に
見
え
る
擣
衣

　

謝
恵
連
「
擣
衣
」
が
作
ら
れ
た
の
と
前
後
し
て
、
民
間
で
歌
わ
れ

た
歌
謡
で
あ
る
呉
歌
・
西
曲
に
も
擣
衣
の
表
現
が
確
認
で
き
る
。
例

を
紹
介
す
る
。

　
　
「
子
夜
四
時
歌　

七
十
五
首　

秋
歌　

十
八
首　

其
一
」

　

風
清
覚
時
涼　

風�

清
く
し
て
時
の
涼
な
る
を
覚
ゆ

　

明
月
天
色
高　

明
月�

天
色�

高
し

　

佳
人
理
寒
服　

佳
人�

寒
服
を
理
め

　

万
結
砧
杵
労　

万
結
す�

砧
杵
の
労

　
　
「
子
夜
四
時
歌　

七
十
五
首　

秋
歌　

十
八
首　

其
十
六
」

　

白
露
朝
夕
生　

白
露�

朝
夕
に
生
じ

　

秋
風
凄
長
夜　

秋
風�

長
夜
に
凄さ

む

し

　

憶
郎
須
寒
服　

郎
の
寒
服
を
須も
と

む
る
を
憶
ひ

　

乗
月
擣
白
素　

月
に
乗
じ
て
白
素
を
擣
つ

　

呉
歌
と
は
、
長
江
下
流
域
に
お
い
て
東
晋
の
頃
に
発
生
し
、
梁
に

か
け
て
流
行
し
た
民
歌
で
あ
り
、
そ
の
大
半
が
恋
愛
歌
で
あ
る
）
（
（

。
こ

こ
に
取
り
上
げ
た
「
子
夜
四
時
歌
」
は
、
四
季
に
か
ら
め
て
恋
愛
感

情
を
詠
じ
た
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
擣
衣
の
描
写
を
含
む
こ
れ
ら
の

詩
は
、
二
首
と
も
に
秋
歌
で
あ
り
、
女
性
が
防
寒
着
を
作
る
た
め
に

擣
衣
を
行
う
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
其
十

六
「
憶
郎
須
寒
服
、
乗
月
擣
白
素
」
の
二
句
で
あ
る
。
謝
恵
連
の
作

品
と
同
様
、
女
性
が
防
寒
着
を
仕
立
て
て
送
ろ
う
と
擣
衣
に
励
ん
で

い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
　
「
月
節
折
楊
柳
歌　

十
三
首　

八
月
歌
」

　

迎
歓
裁
衣
裳　

歓
を
迎
へ
ん
と
し
て
衣
裳
を
裁
す

　

日
月
如
流
水　

日
月�

流
水
の
ご
と
し

　

白
露
凝
庭
霜　

白
露�

庭
霜
に
凝
る

　

折
楊
柳　
　
　

折
楊
柳

　

夜
聞
擣
衣
声　

夜
に
擣
衣
の
声
を
聞
く

　

窈
窕
誰
家
婦　

窈
窕
た
る
は�

誰
が
家
の
婦
ぞ
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西
曲
は
建
康
以
西
、
長
江
の
中
流
域
で
発
生
し
た
民
歌
と
さ
れ
る
。

呉
歌
に
少
し
遅
れ
、
宋
の
頃
に
発
生
し
た
が
、
や
は
り
梁
に
か
け
て

流
行
し
た
。「
月
節
折
楊
柳
歌
」
は
、
閏
月
を
含
め
た
十
三
カ
月
に

か
ら
め
て
恋
愛
感
情
を
詠
じ
た
作
品
で
あ
る
。
折
楊
柳
と
は
、
本
来

は
春
の
別
れ
の
行
為
で
あ
り
、
こ
の
連
作
で
も
他
の
月
の
歌
は
離
別

が
主
題
で
あ
る
が
、
八
月
歌
は
男
を
迎
え
入
れ
る
た
め
に
裁
縫
に
励

む
女
性
が
描
か
れ
て
い
る
。
後
半
は
、
視
点
が
変
更
さ
れ
、
男
性
が

擣
衣
の
音
を
聞
い
て
女
性
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
る
様
子
が
描
か
れ
る
。

男
性
が
擣
衣
の
音
を
聞
く
と
い
う
構
成
は
、
曹
毗
「
夜
聴
擣
衣
」
と

共
通
す
る
も
の
の
、
こ
ち
ら
は
悲
哀
の
情
が
感
じ
ら
れ
な
い
。

　

こ
れ
ら
呉
歌
・
西
曲
か
ら
、
同
時
代
に
生
き
た
謝
恵
連
が
影
響
を

受
け
た
の
か
否
か
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
難
し
い
）
（1
（

。
た
だ
、
恋
愛
を

主
題
と
す
る
民
歌
で
あ
る
呉
歌
・
西
曲
に
も
擣
衣
の
描
写
が
確
認
で

き
る
と
い
う
の
は
、
貴
賤
を
問
わ
ず
、
男
性
を
思
い
慕
う
女
性
の
行

動
と
し
て
、
擣
衣
が
広
く
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

む
し
ろ
、
擣
衣
は
生
活
に
密
着
し
た
作
業
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
民

歌
に
擣
衣
の
表
現
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
の
ほ
う
が
、
自
然
の
成
り
行

き
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

５　

擣
衣
表
現
の
発
展

　

謝
恵
連
・
呉
歌
・
西
曲
以
降
、
擣
衣
の
表
現
は
そ
の
量
を
増
し
て

い
っ
た
。
閨
怨
・
思
婦
の
イ
メ
ー
ジ
を
背
景
に
し
つ
つ
も
、
表
現
の

幅
が
広
が
っ
て
い
く
。
例
を
挙
げ
る
。

　
　

鮑
令
暉
「
題
書
後
寄
行
人
（
書
後
に
題
し
て
行
人
に
寄
す
）」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
一
～
四
句

　

自
君
之
出
矣　

君
の
出
で
し
よ
り

　

臨
軒
不
解
顔　

軒
に
臨
み
て
顔
を
解
か
ず

　

砧
杵
夜
不
発　

砧
杵�

夜
発
せ
ず

　

高
門
昼
恒
関　

高
門�

昼
も
恒
に
関と

ざ
せ
り

　
　

謝
朓
「
秋
夜
」
第
一
～
四
句

　

秋
夜
促
織
鳴　

秋
夜�

促
織�

鳴
き

　

南
鄰
擣
衣
急　

南
鄰�

衣
を
擣
つ
こ
と
急
な
り

　

思
君
隔
九
重　

君
を
思
ひ
て
九
重
を
隔
つ

　

夜
夜
空
佇
立　

夜
夜�

空
し
く
佇
立
す

　

鮑
令
暉
は
「
あ
な
た
が
出
か
け
て
か
ら
、
私
は
欄
干
に
立
っ
て
も

顔
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
て
笑
っ
た
こ
と
が
な
い
。
夜
は
砧
を
打
つ
槌
音
も

立
て
ず
、
昼
は
高
い
門
を
閉
ざ
し
た
ま
ま
で
あ
る
。」
と
描
き
、
謝

朓
は
「
キ
リ
ギ
リ
ス
が
鳴
く
秋
の
夜
、
南
隣
か
ら
は
砧
を
打
つ
響
き

が
せ
わ
し
く
聞
こ
え
て
く
る
。
あ
な
た
は
九
重
の
空
の
彼
方
に
隔
た
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っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
を
思
っ
て
夜
な
夜
な
ひ
と
り
空
し
く
た
た
ず

ん
で
い
る
。」
と
描
く
。

　

こ
の
二
首
は
い
ず
れ
も
男
性
と
遠
く
離
れ
た
た
め
、
あ
ま
り
の
悲

し
み
に
防
寒
着
を
仕
立
て
る
意
欲
を
無
く
し
、
擣
衣
を
行
わ
な
く
な

っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
描
写
が
登
場
し
た
背
景
に
は
、

謝
恵
連
「
擣
衣
」
の
遠
方
の
夫
に
防
寒
着
を
仕
立
て
て
送
る
と
い
う

構
成
が
広
く
受
容
さ
れ
定
型
化
し
た
こ
と
が
あ
る
。
さ
ら
な
る
表
現

の
変
化
を
求
め
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
閨
怨
詩
の
典
型
の
一
つ
で
あ
る
、
君
主
の
恩
寵
を
失
っ
た

女
性
を
描
い
た
作
品
も
存
在
す
る
。

　
　

梁
・
簡
文
帝
「
秋
閨
夜
思
」

　

非
関
長
信
別　

長
信
の
別
に
関
す
る
に
非
ず

　

詎
是
良
人
征　

詎な
ん

ぞ
是
れ
良
人
の
征
く
な
ら
ん

　

九
重
忽
不
見　

九
重�

忽
ち
見
え
ず

　

万
恨
満
心
生　

万
恨�

満
心�

生
ず

　

夕
門
掩
魚
鑰　

夕
門�

魚ぎ
よ
や
く鑰
に
掩お

ほ

ふ

　

宵
牀
悲
画
屏　

宵せ
う
し
や
う牀�

画
屏
に
悲
し
む

　

迴
月
臨
窓
度　

迴
月�

窓
に
臨
み
て
度わ

た

り

　

吟
虫
繞
砌
鳴　

吟
虫�

砌み
ぎ
りを

繞
り
て
鳴
く

　

初
霜
隕
細
葉　

初
霜�

細
葉
を
隕お

と
し

　

秋
風
駆
乱
蛍　

秋
風�

乱
蛍
を
駆
る

　

故
妝
猶
累
日　

故こ
さ
う妝�

猶
ほ
日
を
累か

さ

ね

　

新
衣
襞
未
成　

新
衣�

襞た
た

み
て
未
だ
成
ら
ず

　

欲
知
妾
不
寐　

妾
が
寐
ね
ざ
る
を
知
ら
ん
と
欲
せ
ば

　

城
外
擣
衣
声　

城
外�

擣
衣
の
声

　

冒
頭
の
四
句
で
「
漢
の
班
婕
妤
の
よ
う
に
恩
寵
を
失
っ
て
長
信
宮

に
別
れ
住
ん
だ
と
い
う
の
で
も
な
く
、
良
人
が
出
征
し
て
い
る
と
い

う
の
で
も
な
い
。
あ
な
た
は
九
重
の
奥
座
敷
か
ら
急
に
お
見
え
に
な

ら
な
く
な
っ
た
。
尽
き
ぬ
悲
し
み
は
胸
一
杯
に
生
じ
る
。」
と
述
べ
、

末
尾
の
第
十
三
～
十
四
句
に
お
い
て
、「
私
が
眠
れ
ず
に
侘
び
し
く

夜
を
過
ご
し
て
い
る
理
由
を
知
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
城
外
で
打
つ
擣

衣
の
音
を
聞
か
れ
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。」
と
君
主
に
語
り
か
け
る

構
成
で
あ
る
。

　

城
外
か
ら
は
、
女
性
た
ち
が
立
て
る
擣
衣
の
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。

彼
女
た
ち
に
は
仕
立
て
た
服
を
着
て
く
れ
る
男
性
が
い
る
の
だ
ろ
う
。

一
方
、
私
は
あ
な
た
の
寵
愛
を
失
っ
て
お
り
、
服
を
仕
立
て
た
と
し

て
も
あ
な
た
が
着
て
く
れ
る
こ
と
は
な
い
。
私
が
眠
れ
な
い
の
は
、

そ
の
事
を
擣
衣
の
音
か
ら
連
想
し
、
悲
嘆
に
暮
れ
る
か
ら
な
の
だ
。

作
中
の
女
性
の
心
情
は
、
以
上
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

従
来
の
閨
怨
詩
で
は
、
擣
衣
は
思
婦
が
行
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
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こ
の
場
合
は
思
婦
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
擣
衣
を
行
う
意
義
を
失
っ
た

と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
三
首
は
、
擣
衣
を
行
な
う
意
欲
や
意
義
を
失
っ
た
女
性
を

描
く
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
が
通
用
す
る
に

は
、
擣
衣
が
愛
す
る
者
の
た
め
の
作
業
で
あ
る
と
の
認
識
が
共
有
さ

れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
斉
梁
の
文
人
は
、
擣
衣
の
表
現
を
含

む
作
品
を
数
多
く
詠
ん
で
お
り
、
複
数
の
文
人
達
の
間
で
擣
衣
に
対

す
る
イ
メ
ー
ジ
の
共
有
化
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
結
果
、
こ
の
よ
う
な

様
々
な
表
現
が
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

６　

閨
怨
か
ら
脱
却
し
た
表
現

　

こ
こ
ま
で
、
閨
怨
・
思
婦
の
描
写
の
一
つ
と
し
て
の
擣
衣
を
考
察

し
て
き
た
。
し
か
し
、
六
朝
後
期
に
な
る
と
、
そ
の
枠
を
超
え
た
描

写
が
散
見
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
、
梁
・
費
昶
「
華

光
省
中
夜
聞
城
外
擣
衣
（
華
光
省
に
て
中
夜
に
城
外
の
衣
を
擣
つ
を

聞
く
）」
を
と
り
あ
げ
る
。

　
　

梁
・
費
昶
「
華
光
省
中
夜
聞
城
外
擣
衣
」

　

閶
闔
下
重
関　

閶
し
や
う
か
ふ闔�

重
関
を
下
す

　

丹
墀
吐
明
月　

丹た
ん
ち墀�

明
月
を
吐
く

　

秋
気
城
中
冷　

秋
気�

城
中
に
冷
や
か
に

　

秋
砧
城
外
発　

秋
砧�

城
外
に
発
す

　

浮
声
繞
雀
台　

浮
声�

雀
台
を
繞め

ぐ

り

　

飄
響
度
竜
闕　

飄
へ
う
き
や
う響�

竜
闕
を
度わ

た

る

　

婉
転
何
蔵
摧　

婉ゑ
ん
て
ん転�

何
ぞ
蔵
摧
せ
る

　

当
従
上
路
来　

当
に
上
路
よ
り
来
た
る
な
る
べ
し

　

蔵
摧
意
未
已　

蔵
摧�

意�

未
だ
已
ま
ず

　

定
自
乗
軒
裏　

定
め
て
乗
軒
の
裏
よ
り
す

　

乗
軒
尽
世
家　

乗
軒
は
尽
く
世
家

　

佳
麗
似
朝
霞　

佳
麗�

朝
霞
に
似
た
り

　

円
璫
耳
上
照　

円ゑ
ん
た
う璫�

耳
上
に
照
り

　

方
繡
領
間
斜　

方は
う
し
う繡�

領
間
に
斜
め
な
り

　

衣
薫
百
和
屑　

衣
に
は
薫
す
百
和
の
屑

　

鬢
挿
九
枝
花　

鬢
に
は
挿
す
九
枝
の
花

　

昨
暮
庭
槐
落　

昨
暮�

庭
槐
落
つ

　

今
朝
羅
綺
薄　

今
朝�

羅ら

き綺
薄
し

　

払
席
捲
鴛
鴦　

席
を
払
へ
ば
鴛
鴦
捲
か
れ

　

開
幔
舒
亀
鶴　

幔
を
開
け
ば
亀
鶴
舒の

ぶ

　

金
波
正
容
与　

金
波�

正
に
容よ

う
よ与

　

玉
歩
依
砧
杵　

玉
歩�

砧
杵
に
依
る

　

紅
袖
往
還
縈　

紅
袖�

往
還
に
縈め

ぐ

り

　

素
腕
参
差
挙　

素
腕�

参
差
と
し
て
挙
が
る



 
（23）

　

徒
聞
不
得
見　

徒
ら
に
聞
く
も
見
る
を
得
ず

　

独
夜
空
愁
佇　

独
夜�

空
し
く
愁し

う
ち
よ佇

す

　

独
夜
何
窮
極　

独
夜�

何
ぞ
窮
極
あ
ら
ん

　

懐
之
枉
心
惻　

之
を
懐
ひ
て
枉い

た
づら

に
心
惻い

た

む

　

階
垂
玉
衡
露　

階
に
は
垂
る
玉
衡
の
露

　

庭
舞
相
風
翼　

庭
に
は
舞
ふ
相
風
の
翼

　

瀝
滴
流
星
輝　

瀝れ
き
て
き滴�

流
星
の
輝
き

　

燦
爛
長
河
色　

燦
爛�

長
河
の
色

　

三
冬
誠
足
用　

三
冬�

誠
に
用
ふ
る
に
足
る
も

　

五
日
無
糧
食　

五
日�

糧
食
無
し

　

揚
雲
已
寂
寥　

揚
雲�

已
に
寂せ

き

寥れ
う

　

今
君
復
弦
直　

今�

君�

復
た
弦
直
な
り

　

秋
の
夜
、
費
昶
が
宮
中
の
華
光
省
で
一
人
宿
直
を
し
て
い
た
際
、

宮
城
の
外
に
あ
る
顕
門
の
家
か
ら
擣
衣
の
音
が
響
い
て
き
た
た
め
、

そ
れ
を
聞
い
て
擣
衣
を
行
う
美
し
い
女
性
達
を
想
像
し
、
そ
の
後
自

ら
の
境
遇
を
う
た
う
と
い
う
作
品
で
あ
る
。

　

構
成
は
、
第
一
～
八
句
が
秋
の
夜
に
宮
城
の
外
か
ら
擣
衣
の
音
が

響
い
て
き
た
と
い
う
状
況
設
定
を
示
し
、
第
九
～
二
十
四
句
が
擣
衣

を
行
っ
て
い
る
女
性
達
の
描
写
と
な
っ
て
い
る
。
女
性
の
描
写
が
作

品
中
で
か
な
り
の
割
合
を
し
め
る
も
の
の
、
女
性
の
内
面
や
、
擣
衣

を
行
う
に
至
っ
た
背
景
に
言
及
し
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
も
擣
衣
に

従
事
す
る
女
性
を
想
像
し
、
美
し
く
描
く
こ
と
に
終
始
し
て
い
る
。

　

一
方
、
第
二
十
五
句
以
降
は
、
一
人
宿
直
す
る
自
身
の
身
の
上
が

描
か
れ
る
。
ま
ず
「
砧
の
音
を
聞
く
だ
け
で
、
彼
女
達
の
姿
を
見
る

こ
と
は
で
き
ず
、
た
だ
ひ
と
り
憂
い
に
沈
ん
で
た
た
ず
ん
で
い
る
」

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
擣
衣
の
音
を
き
っ
か
け
に
女
性
達
の

美
し
さ
を
想
像
し
詠
じ
て
き
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
そ
の
姿
を
見

る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
憂
い
に
沈
ん
で
い
る
。
彼
女
た
ち
を
見

ら
れ
る
の
は
、
顕
門
の
家
の
男
性
だ
け
な
の
で
あ
る
。
そ
の
事
実
に

思
い
至
り
、
顕
門
の
男
性
の
対
極
に
位
置
す
る
自
分
の
境
遇
を
再
認

識
し
た
の
か
、「
三
回
の
冬
を
越
え
て
読
書
を
続
け
、
そ
の
知
識
を

用
い
る
力
も
十
分
に
あ
る
が
、
五
日
間
も
食
べ
物
が
な
い
」
と
、
能

力
や
努
力
だ
け
で
は
改
善
で
き
な
い
困
窮
の
程
を
表
現
し
て
い
る
。

　

擣
衣
の
音
を
聞
い
て
女
性
の
姿
を
想
像
す
る
と
い
う
構
成
は
、
前

述
の
曹
毗
「
夜
聴
擣
衣
」
に
近
い
も
の
の
、
擣
衣
を
行
う
女
性
は
美

し
い
存
在
と
し
て
の
み
描
か
れ
、
内
面
に
ま
で
は
踏
み
込
ま
な
い
。

ま
た
、
悲
哀
の
情
が
語
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
は
自
分
自
身
の
境
遇

に
起
因
し
て
お
り
、
女
性
と
は
切
り
離
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の

作
品
で
は
、
夫
と
遠
く
離
れ
苦
し
ん
で
い
る
と
い
う
思
婦
の
状
況
設

定
は
成
立
し
て
い
な
い
。
費
昶
の
詩
に
お
け
る
擣
衣
の
音
は
、
自
身

の
境
遇
へ
の
悲
嘆
を
誘
発
す
る
要
因
と
し
て
の
役
割
が
与
え
ら
れ
て

い
る
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。
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で
は
、
こ
の
女
性
達
の
発
す
る
擣
衣
の
音
を
聞
い
て
悲
し
み
に
沈

む
と
い
う
思
考
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
の
か
。
そ
の
疑
問

を
紐
解
く
答
え
と
し
て
、
梁
・
元
帝
『
金
楼
子
』
立
言
篇
の
一
條
を

と
り
あ
げ
る
。

　

擣
衣
清
而
徹
、
有
悲
人
者
。
此
是
、
秋
士
悲
於
心
、
擣
衣
感
於
外
。

内
外
相
感
、
愁
情
結
悲
、
然
後
哀
怨
生
焉
。
苟
無
感
、
何
嗟
、
何
怨

也
。

　

擣
衣
は
清
に
し
て
徹
、
人
を
悲
し
ま
し
む
る
者
有
り
。
此
れ
は
是

れ
、
秋
に
士
は
心
に
悲
し
み
、
擣
衣
は
外
よ
り
感
ぜ
し
む
。
内
外
相

感
ず
れ
ば
、
愁
情
は
悲
し
み
を
結
び
、
然
る
後
に
哀
怨
生
ず
。
苟
く

も
感
ず
る
無
く
ん
ば
、
何
ぞ
嗟
き
、
何
ぞ
怨
み
ん
。

　

清
ら
か
で
透
き
通
っ
た
擣
衣
の
音
が
、
秋
に
も
の
悲
し
さ
を
感
じ

る
男
子
の
心
に
働
き
か
け
る
こ
と
で
、
悲
し
み
が
結
実
し
哀
怨
が
生

じ
る
、
と
述
べ
て
い
る
）
（（
（

。
擣
衣
の
音
自
体
が
、
秋
の
男
子
の
哀
怨
の

情
と
感
応
す
る
要
素
な
の
で
あ
り
、
擣
衣
を
行
う
女
性
は
考
慮
の
外

に
置
か
れ
て
い
る
。

　

六
朝
後
期
の
段
階
で
、
擣
衣
の
音
は
、
擣
衣
を
行
う
女
性
の
境
遇

を
問
わ
ず
、
そ
れ
自
体
が
男
性
の
悲
し
み
を
誘
う
も
の
と
な
っ
て
い

た
。
擣
衣
は
閨
怨
・
思
婦
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
脱
却
し
、
さ
ら
な
る
表

現
の
多
様
性
を
獲
得
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
も
う
一
首
、
男
性
の
悲
し
み
を
誘
う
も
の
と
し
て
の
擣
衣

の
描
写
を
と
り
あ
げ
る
。
梁
・
何
遜
「
贈
族
人
秣
陵
兄
弟
（
族
人
の

秣
陵
の
兄
弟
に
贈
る
）」
で
あ
る
。
全
四
十
八
句
の
長
編
で
あ
る
た

め
、
該
当
箇
所
の
第
三
十
九
～
四
十
四
句
を
抜
粋
し
た
。

　

覊
旅
無
儔
匹　

覊
旅�

儔ち
う

匹ひ
つ

無
く

　

形
影
自
相
親　

形
影�

自
ら
相
親
し
む

　

蕭
索
高
秋
暮　

蕭
索
た
り
高
秋
の
暮

　

砧
杵
鳴
四
隣　

砧
杵�

四
隣
に
鳴
る

　

霏
霏
入
窓
雨　

霏
霏
た
り�

窓
に
入
る
雨

　

漠
漠
暗
牀
塵　

漠
漠
た
り
暗
牀
の
塵

　

何
遜
の
同
族
で
あ
る
何
思
澄
が
、
秣
陵
の
令
の
任
に
就
い
て
い
た

頃
、
二
人
が
交
流
し
た
際
に
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
作
品
で
あ
る
。
そ
の

構
成
は
、
第
一
～
四
句
は
何
氏
の
一
族
は
代
々
優
れ
た
人
物
を
輩
出

し
た
こ
と
、
第
五
～
三
十
句
は
何
思
澄
が
先
祖
に
恥
じ
な
い
優
れ
た

官
吏
で
あ
る
と
称
え
る
句
が
続
く
。
第
三
十
一
句
以
降
は
何
思
澄
と

は
異
な
り
、
い
つ
ま
で
も
官
位
が
進
ま
な
い
自
身
の
境
遇
を
嘆
く
描

写
が
続
く
。
そ
し
て
末
尾
で
は
、
何
思
澄
の
健
康
を
祈
り
、
再
会
を
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望
ん
で
詩
を
結
ぶ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

着
目
す
べ
き
は
、
自
分
の
境
遇
を
嘆
く
表
現
に
あ
る
「
蕭
索
た
り

高
秋
の
暮
、
砧
杵
四
隣
に
鳴
る
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。「
地
方
へ

の
赴
任
を
繰
り
返
す
な
か
、
旅
に
は
連
れ
合
い
も
な
く
、
身
体
や
影

だ
け
が
親
し
い
仲
間
で
あ
る
。
物
寂
し
い
深
い
秋
の
暮
れ
、
砧
打
ち

の
音
が
周
囲
に
鳴
っ
て
い
る
。
し
と
し
と
と
降
る
雨
が
窓
に
見
え
、

暗
い
寝
台
の
上
に
塵
が
広
が
っ
て
い
る
。」
と
あ
る
。
秋
、
赴
任
途

中
の
宿
で
、
外
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
擣
衣
の
音
が
聞
こ
え
、
悲
哀
の

情
が
増
し
て
く
る
と
捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

ま
と
め
と
し
て

　

六
朝
の
擣
衣
表
現
は
、
先
行
研
究
の
指
摘
の
と
お
り
、
そ
の
大
部

分
が
閨
怨
・
思
婦
の
情
と
結
び
つ
き
、
閨
怨
詩
の
表
現
の
一
種
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
当
論
文
で
は
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
考
察
を
進

め
、
閨
怨
詩
が
そ
の
発
生
段
階
か
ら
織
縫
の
描
写
を
含
む
ジ
ャ
ン
ル

で
あ
っ
た
こ
と
、
擣
衣
表
現
が
親
和
性
の
高
さ
か
ら
閨
怨
詩
に
組
み

込
ま
れ
や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

ま
た
、
複
数
の
擣
衣
表
現
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
女
性
が
擣

衣
を
行
う
状
況
設
定
が
一
様
で
は
な
い
こ
と
、
や
が
て
イ
メ
ー
ジ
の

共
有
化
が
な
さ
れ
、
典
型
と
な
る
状
況
設
定
が
発
生
し
て
い
っ
た
こ

と
、
擣
衣
を
行
わ
な
い
女
性
を
描
く
こ
と
で
悲
し
み
を
訴
え
る
表
現

が
存
在
す
る
こ
と
な
ど
を
紹
介
し
た
。

　

さ
ら
に
は
擣
衣
表
現
が
、
民
歌
で
あ
る
呉
歌
・
西
曲
に
も
存
在
す

る
こ
と
で
、
身
分
を
問
わ
ず
擣
衣
表
現
が
人
々
に
定
着
し
て
い
た
こ

と
を
指
摘
し
た
。

　

そ
の
一
方
で
、
六
朝
後
期
に
は
閨
怨
の
情
か
ら
脱
却
し
て
、「
秋

士
悲
」
の
思
想
と
結
び
つ
き
、
男
性
に
哀
怨
の
情
を
生
む
契
機
と
し

て
の
擣
衣
描
写
が
発
生
し
て
い
た
こ
と
も
確
認
で
き
た
。

　

隋
唐
以
後
の
擣
衣
表
現
に
触
れ
る
際
に
は
、
六
朝
文
人
に
よ
る
豊

富
な
蓄
積
を
考
慮
し
な
が
ら
、
そ
の
発
展
の
流
れ
の
中
で
捉
え
て
い

く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　　
　

注

（
1
）
擣
衣
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、
増
田
欣
「
擣
衣
の
詩
歌
」

（『
富
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
十
五
号
、
一
九
六
七
）、
阿
部
兼
也

「「
擣
衣
」
と
「
吹
不
尽
」
―
李
白
「
子
夜
呉
歌�

秋
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」

（『
東
北
大
学
教
養
部
紀
要
』
第
二
十
五
号
、
一
九
七
七
）、
佐
藤
武
敏

「
擣
衣
考
」（『
中
国
古
代
絹
織
物
史
研
究
（
下
）』
風
間
書
房
、
一
九
七

八
）
が
あ
る
。

（
2
）
当
論
文
で
扱
う
詩
は
、
逯
欽
立
『
先
秦
漢
魏
晋
南
北
朝
詩
』
に
従
い
、

諸
本
に
よ
り
適
宜
校
訂
し
た
。

（
3
）「
搗
」
は
「
擣
」
と
同
字
。

（
4
）
現
存
す
る
張
萱
「
擣
練
図
」
は
、
宋
・
徽
宗
が
模
写
し
た
も
の
と
考
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え
ら
れ
て
い
る
。
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
蔵
。
な
お
、
沈
従
文
『
中
国
古
代

服
飾
研
究
』（
商
務
印
書
館
香
港
分
館
、
一
九
八
一
）
で
は
、
楊
慎
が
見

た
と
い
う
六
朝
の
図
は
張
萱
の
絵
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て

い
る
。

（
5
）
前
述
の
増
田
欣
「
擣
衣
の
詩
歌
」（『
富
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第

十
五
号
、
一
九
六
七
）
か
ら
引
用
。

（
6
）
擣
衣
の
表
現
を
扱
っ
た
作
品
と
し
て
は
、
前
漢
末
の
班
婕
妤
「
擣
素

賦
」
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
文
体
か
ら
前
漢
末
の
作
品
と
は
考

え
に
く
く
、
従
来
偽
作
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
成
立
時
期
の
特
定
も
困

難
な
た
め
、
当
論
文
で
は
考
察
の
対
象
か
ら
除
外
し
た
。

（
7
）
曹
毗
は
生
没
年
不
詳
。
高
祖
父
は
魏
の
大
司
馬
曹
休
。
成
帝
の
咸
和

年
間
に
出
仕
し
、
孝
武
帝
の
太
元
年
間
に
卒
し
た
と
さ
れ
る
。『
晋
書
』

巻
九
十
二
。

（
8
）「
擣
衣
」
は
、『
詩
品
』
序
お
よ
び
謝
恵
連
條
に
お
い
て
、「
秋
懐
」
と

と
も
に
謝
恵
連
の
秀
作
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。

（
9
）
呉
歌
・
西
曲
の
基
本
的
な
性
質
に
つ
い
て
は
、
蕭
滌
非
『
漢
魏
六
朝

楽
府
文
学
史
』（
重
慶
中
国
文
化
服
務
社
、
一
九
四
四
。
の
ち
人
民
文
学

出
版
社
が
再
版
、
一
九
八
四
）
お
よ
び
王
運
熙
『
楽
府
詩
述
論
』（
上
海

古
籍
出
版
社
、
一
九
九
六
）
の
解
説
に
し
た
が
っ
た
。

（
10
）
謝
恵
連
「
擣
衣
」
と
「
子
夜
四
時
歌
」
の
両
者
に
み
え
る
女
性
の
芳

香
と
汗
の
表
現
が
、
六
朝
後
期
の
女
性
描
写
の
さ
き
が
け
を
な
す
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
論
文
と
し
て
、
狩
野
雄
「
香
る
身
体
―
六

朝
民
歌
の
子
夜
四
時
歌
と
謝
恵
連
の
「
擣
衣
」
詩
を
中
心
と
し
て
―
」

（『
集
刊
東
洋
学
』
第
一
〇
一
号
、
二
〇
〇
九
）
が
あ
る
。
た
だ
し
、
両

者
の
直
接
の
関
係
性
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。

（
11
）「
秋
士
悲
」
に
つ
い
て
は
、
同
様
の
記
述
が
『
淮
南
子
』
繆
称
訓
に

「
春
女
思
、
秋
士
悲
、
而
知
物
化
矣
。（
春
女
思
ひ
、
秋
士
悲
し
み
、
而

し
て
物
化
を
知
る
）」
と
あ
る
。
ま
た
『
毛
詩
』
豳
風
「
七
月
」
二
章
の

毛
伝
「
春
女
悲
、
秋
士
悲
、
感
其
物
化
也
。（
春
女
悲
し
み
、
秋
士
悲
し

む
は
、
其
の
物
化
に
感
ず
る
な
り
）」、
お
よ
び
鄭
箋
「
春
女
感
陽
気
而

思
男
、
秋
士
感
陰
気
而
思
女
（
春
女
は
陽
気
に
感
じ
て
男
を
思
ひ
、
秋

士
は
陰
気
に
感
じ
て
女
を
思
ふ
）」
に
も
見
え
る
こ
と
か
ら
、『
金
楼

子
』
の
記
述
に
は
、
古
く
か
ら
の
思
想
に
擣
衣
を
組
み
込
む
意
図
が
あ

っ
た
と
言
え
る
。

�

（
文
教
大
学
非
常
勤
講
師
）


