
曹

植

「
遊
仙
詩
」

考

!
ー
ー
そ
の
一寸

前〈
懐
性
しー

に
つ
い
て
i
l
l
-

は
じ
め
に

作
品
の
分
類
上
、
題
材
に
よ
る
分
類
と
、
作
品
の
意
図
や
主
張
、

つ
ま
り
テ
!
?
に
よ
っ
て
の
分
類
と
は
、
本
質
的
に
次
元
を
異
に
し

て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
数
多
く
の
作
品
を
分
類
す
る
場

合
、
す
べ
て
を
テ
ー
マ
や
題
材
に
よ
っ
て
、
劃
然
と
分
類
す
る
こ
と

が
、
果
た
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
分
類
す
る
こ
と
自
体
が
既
に
一

種
の
作
品
批
評
で
あ
る
と
み
な
せ
ば
、
一
見
、
安
易
に
分
類
さ
れ
て

い
る
よ
う
で
も
、
そ
こ
に
製
品
然
性
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
で

は
、
作
品
の
評
側
に
普
通
的
な
視
角
と
い
う
も
の
は
あ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。例

え
ば
、
「
文
選
」
の
「
詩
」
は
、
巻
十
九
か
ら
巻
一
一
一
十
一
ま
で

に
、
「
梢
亡
」
「
述
徳
」
「
勧
励
」
「
献
詩
」
「
公
諜
」
「
祖
犠
」
「
一
一
散
史
ー
一

「
百
ご
「
遊
仙
」
「
招
隠
」
コ
氏
招
隠
」
「
遊
覧
一
コ
融
機
」

2
打点一場い

「
贈
答
」
「
行
旅
」
「
軍
戎
」
「
郊
鱗
」
つ
栄
府
」
「
挽
歌
」
「
雑
歌
」
「
雑

中

野

ヰ菩

詩
」
「
雑
擬
」
と
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
形
式
や
手
法
に

よ
っ
て
大
ま
か
に
揺
ら
れ
て
い
る
「
雑
歌
」
「
雑
詩
」
「
雑
擬
」
を
別

と
す
れ
ば
、
作
詩
の
目
的
・
環
境
・
題
材
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
て
い

る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
る
。
だ
が
、
コ
詠
懐
」
だ
け
は
、

異
質
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
「
一
詠
穣
」
も
「
懐
を
、
詠
ず
」
る

と
い
う
目
的
を
述
べ
た
も
の
、
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か

し
、
他
の
分
類
と
異
な
る
点
は
、
形
式
・
手
法
・
環
境
・
題
材
等
の

制
限
を
一
切
受
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
如
何

な
る
作
品
で
あ
ろ
う
と
「
詠
穣
」
詩
た
り
得
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

「
一
散
懐
」
が
、
下
位
分
類
と
も
な
る
が
、
毛
詩
の
昔
か
ら
の
「
詩
一
一
一
一
同

志
」
の
主
張
と
相
侯
っ
て
、
上
位
分
類
と
も
な
り
得
る
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
認
識
が
媛
昧
で
あ
る
と
、
作

品
評
価
に
混
乱
が
生
じ
て
く
る
。

例
え
ば
、
郭
瑛
ハ
二
七
六
?
一
一
一
二
四
)
の
詩
に
対
す
る
評
を
挙
げ

ト
4
、《
J
O
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L
F
4
m

噌巾

ζ

瀦
岳
を
憲
章
し
、
文
体
相
郎
、
き
、
彪
柄
翫
ぶ
ベ
し
。
始
め
て
永
嘉

平
淡
の
体
を
変
ず
。
故
に
中
興
第
一
と
称
せ
ら
る
。
翰
林
は
以
て

詩
首
と
為
す
。
位
だ
、
遊
仙
の
作
は
、
辞
に
膝
慨
多
く
、
玄
宗
よ

り
殺
迷
す
。
一
間
も
「
虎
一
射
の
姿
を
奈
何
せ
ん
い
と
一
五
い
、
又
た

「
翼
を
織
め
て
榛
棋
に
棲
む
」
と
一
氏
う
は
乃
ち
走
れ
扶
壊
の
一
献
懐

に
し
て
、
列
仙
の
趣
に
非
ざ
る
な
り

ハ
鍾
蝶
平
皆
川
」
中
品
・
背
宏
幾
太
守
郭
瑛
詩
評
〉

文
脈
か
ら
は
、
郭
瑛
の
遊
仙
詩
に
「
列
仙
の
趣
」
が
無
く
、
こ
れ

で
は
「
詠
懐
」
詩
で
あ
る
、
と
批
】
評
し
て
い
る
よ
う
に
読
み
取
れ

る
Q

つ
ま
り
鑑
燃
は
、
「
遊
仙
詩
」
に
は
「
列
仙
の
趣
」
こ
そ
が
重

要
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
鐙
蝶
の
評
に
対
し

て
、
十
川
直
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

案
ず
る
に
、
「
玄
宗
よ
り
訴
速
し
、
列
仙
の
趣
に
非
ざ
る
な
り
」

と
は
、
其
の
名
は
遊
仙
な
り
と
躍
も
、
突
は
別
ち
一
散
懐
な
る
を
い

う
。
皮
辞
に
は
非
ざ
る
な
り
。
(
「
銘
記
室
詩
品
袋
一
)

鑑
燃
の
こ
の
遊
仙
詩
の
評
は
誤
り
で
あ
る
と
し
て
、
後
世
の
批
評

ハ注
1
〉

家
た
ち
が
非
難
す
る
の
を
、
十
同
夜
は
弁
護
し
て
い
る
の
だ
が
、
名
は

「
遊
仙
」
で
も
、
内
実
は
「
一
詠
懐
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
、
彼

は
高
く
評
価
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
鐙
蝶
が
名
実
一
致
、
つ
ま
り

内
壌
が
つ
詠
懐
」
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
「
遊
仙
」
に
分
類
す
る
の
は

お
か
し
い
、
と
主
張
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
古
車
は
、
名
が
「
遊

仙
」
で
あ
る
か
ど
う
か
よ
り
も
、
「
一
詠
懐
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
備
値

が
あ
る
の
だ
、
と
主
張
し
、
明
ら
か
に
両
者
の
間
に
は
認
識
の
隔
り

が
う
か
が
わ
れ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
鍾
蝶
が
「
遊
仙
」
と
「
詠

懐
」
と
を
分
類
上
、
閥
次
元
に
扱
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
古
車
は

「
詠
慎
」
を
高
次
の
評
価
基
準
と
し
て
い
る
た
め
に
生
じ
た
食
い
違

い
で
あ
る
。

さ
て
、
「
列
仙
の
趨
」
が
あ
る
作
品
を
、
す
べ
て
「
遊
仙
」
に
分

類
す
る
こ
と
は
、
で
き
な
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ

の
よ
う
に
す
れ
ば
、
「
公
諜
」
コ
詠
懐
」
「
贈
答
」
「
楽
府
」
「
雑
詩
」

な
ど
、
飽
の
分
類
で
重
な
り
合
う
も
の
が
、
幾
つ
も
出
て
く
る
で
あ

ろ
う
こ
と
は
、
一
一
一
向
う
ま
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
遊
仙
」
と
い
う

分
類
は
、
そ
の
題
材
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
っ
て
、
作

品
の
本
質
と
は
何
の
関
わ
り
も
な
い
と
い
え
よ
う
。

本
稿
で
は
、
「
列
仙
の
趣
」
を
も
っ
作
品
、
一
般
に
「
遊
仙
詩
」

と
呼
ば
れ
る
作
品
を
、
曹
植
の
も
の
を
中
心
に
据
え
、
「
詠
懐
性
」

と
い
う
視
角
か
ら
み
て
ゆ
き
た
い
。
「
詠
懐
性
」
は
多
様
な
あ
り
方

が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
「
詠
懐
」
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
の
「
遊
仙

詩
」
を
考
え
て
み
た
い
。
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「
遊
仙
詩
」
の
初
期
的
な
形
と
し
て
、
ま
ず
漠
代
の
楽
府
を
取
り



一
例
と
し
て
「
長
歌
行
」
を
挙
げ
る
。

上
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
一
長
歌
行
」

仙
人
腕
白
鹿
仙
人
白
鹿
に
騎
る

髪
忽
耳
何
長
髪
短
か
く
耳
何
ぞ
長
き

導
我
上
太
華
我
を
導
き
太
華
に
上
り

撹
芝
獲
赤
犠
芝
を
撹
り
赤
櫨
を
獲
る

来
到
主
人
門
来
り
て
主
人
の
門
に
到
り

奉
薬
一
玉
箱
薬
一
五
箱
を
奉
る

主
人
服
此
薬
主
人
此
の
薬
を
服
せ
ば

身
体
日
康
彊
身
体
時
々
に
鹿
磁

髪
自
復
更
回
一
山
髪
白
き
も
復
た
盟
問
き
に
吏
わ
り

延
年
寿
命
長
延
年
し
て
寿
命
長
か
ら
ん

こ
の
「
長
歌
行
」
の
よ
う
に
、
漢
代
の
楽
府
に
は
、
仙
薬
に
よ
っ

て
不
老
長
生
を
手
に
入
れ
る
、
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
作
品
が
み
ら
れ

る
が
、
そ
の
末
尾
に
は
、
延
年
長
生
を
寿
ぐ
文
句
が
つ
け
ら
れ
て
い

(訟
2
〉

る
も
の
が
、
幾
つ
か
あ
る
。
こ
う
し
た
作
品
が
宴
席
で
主
人
の
不
老

不
死
を
祈
願
し
た
り
、
場
の
め
で
た
い
雰
閤
気
を
い
っ
そ
う
盛
り
上

げ
る
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
う
し
た
文
句
は
示

す
と
考
え
ら
れ
る
。

「
仙
に
遊
ぶ
」
こ
と
は
、
人
間
に
と
っ
て
、
い
く
ら
そ
の
願
望
が

あ
っ
た
と
し
て
も
、
現
実
的
に
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ

に
、
人
間
界
と
他
界
と
の
橋
渡
し
役
、
つ
ま
り
「
仙
人
」
と
い
う
架

〈注
3
)

空
の
存
在
の
必
然
性
が
あ
る
。
「
仙
人
」
は
、
不
老
不
死
・
不
老
長

寿
で
あ
り
、
空
間
を
自
在
に
飛
朔
で
き
る
能
力
を
持
ち
、
人
間
に
と

っ
て
の
理
想
世
界
と
し
て
の
仙
界
〈
世
保
的
な
意
味
の
理
想
境
の
場

合
も
そ
う
で
な
い
場
合
も
)
に
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
る
、
な
ど
の
特
性

を
も
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
仙
人
」
は
様
々
な
現
実
な
束
縛
を
受

け
な
い
超
人
、
人
間
の
願
望
を
実
現
す
る
理
想
人
な
の
で
あ
る
。

漢
代
の
楽
府
に
は
し
ば
し
ば
仙
人
が
登
場
す
る
が
、
そ
れ
は
宴
席

の
主
人
に
仙
薬
を
も
た
ら
し
、
主
人
の
不
老
不
死
を
可
能
に
す
る
瑞

祥
な
の
で
あ
っ
て
、
不
老
不
死
と
い
う
特
性
を
持
つ
理
想
人
を
表
現

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
座
に
い
る
人
々
に
等
し
く
祝
頚
性
が
感
取
さ

れ
る
こ
と
を
眼
目
と
し
て
作
品
は
作
ら
れ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

う
し
た
作
品
は
、
集
団
の
高
揚
し
た
感
情
を
損
な
わ
な
い
こ
と
こ
そ

重
要
な
の
で
あ
る
か
ら
、
個
人
的
な
感
情
が
入
り
込
む
余
地
は
少
な

い
と
い
え
よ
う
。
漢
代
の
楽
府
は
「
視
頚
性
」
に
、
そ
の
存
在
意
義

(詑
4
〉

の
重
点
が
お
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

漢
代
楽
府
の
よ
う
な
祝
演
を
目
的
と
す
る
作
品
は
、
宴
席
な
ど
で

の
必
要
性
が
あ
る
限
り
そ
の
後
も
作
ら
れ
て
ゆ
く
も
の
の
、
そ
の
数

は
減
少
し
て
ゆ
く
。

次
に
、
一
ニ
諸
説
の
警
櫛
ハ
一
九
一

見
て
み
よ
う
。
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一
一
一
一
二
)
の
「
五
遊
詠
」
を



「
五
遊
詠
」

1
九
州
不
足
歩

2
願
得
凌
雲
朔

3
慈
泊
八
紘
外

4
遊
間
際
遮
荒

5
披
我
丹
霞
衣

6
製
我
紫
覧
裳

ハ
中
略
)

日
上
帝
休
商
樹
上
帝
は
西
稀
に
休
み

お
群
信
集
東
廊
群
后
は
東
山
附
に
集
う

げ
帯
我
現
瑠
倒
我
に
帯
び
し
む
穆
璃
の
側

四
激
我
抗
議
採
我
に
激
が
し
む
抗
議
の
妓

日
脚
飼
玩
一
筆
芝
蜘
一
蹴
し
て
時
一
一
流
芝
を
玩
び

初
徒
備
罪
華
芳
徒
備
し
て
華
芳
を
弄
ぶ

幻
王
子
奉
仙
薬
王
子
は
仙
薬
を
奉
り

明

μ
羨
門
進
奇
方
羨
門
は
奇
方
を
進
む

お
服
食
事
法
紀
服
食
し
て
退
紀
を
亭
け

M
延
秀
保
無
磁
延
寿
し
て
無
間
継
を
保
た
ん

こ
の
作
品
は
、
仙
的
世
界
を
描
い
て
い
る
楽
府
で
あ
る
と
い
う
点
に

お
い
て
は
、
漢
代
の
作
品
と
何
紘
一
寸
変
わ
り
は
な
い
が
、
漢
代
の
も
の

と
大
き
く
具
な
る
点
を
一
つ
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
仙
界
に
昇

我我 iヨ八麟九
ががを紘わ v'I'1
素丹遊のく歩
琵霞ば外はむ
ののせを察に
裳衣て治、を足
をを i盟 議凌 ら
襲引広忠荒しぐず
ぬりを 朔

歴を
ん得

ん

り
自
由
に
行
動
し
た
後
、
仙
薬
を
受
け
取
っ
て
延
年
長
一
一
汗
す
る
の
は

「
主
人
」
で
は
な
く
「
我
」
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

曹
槌
の
、
こ
う
し
た
作
品
の
も
つ
特
徴
と
し
て
、
「
束
縛
さ
れ
ず

自
在
に
行
為
す
る
一
人
称
的
『
我
』
が
作
品
世
界
に
い
る
こ
と
」
と

(
法
5〉

別
稿
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
の

は
、
詩
を
賦
す
る
行
為
が
集
閣
の
も
の
か
ら
個
人
的
な
営
み
へ
と
移

行
す
る
に
従
っ
て
、
作
品
の
制
作
目
的
が
変
化
し
、
「
祝
頚
性
」
が

薄
れ
て
ゆ
く
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

曹
換
の
「
気
出
偲
」
な
ど
に
は
ま
だ
「
常
願
主
人
増
年
与
天
相

守
」
の
よ
う
な
句
が
見
ら
れ
る
が
、
同
じ
く
曹
操
の
「
陪
上
桑
」
の

「
土
持
如
南
山
不
忘
悠
」
、
曹
捕
の
「
飛
龍
篇
」
の
「
寿
向
金
石
、
永
世

難
老
L

や
「
平
陵
東
」
の
「
年
若
王
父
無
終
極
」
な
ど
の
表
現
は
、

「
五
遊
一
詠
」
と
同
様
、
祝
頚
性
を
幾
ら
か
残
し
な
が
ら
も
、
同
じ

「
場
」
に
い
る
他
者
の
存
在
が
、
作
品
の
成
立
の
必
要
条
件
で
は
な

く
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
他
的
世
界
は
、
詩
人
に
と
っ
て
、

自
己
の
抱
え
る
現
実
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
様
々
な
意
味
で
内
面

化
さ
れ
、
切
実
な
意
味
を
持
ち
始
め
た
、
と
い
え
る
か
も
し
れ
な

1
V
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こ
こ
で
再
び
郭
撲
の
「
遊
仙
詩
」
に
対
す
る
評
に
一
反
る
。
『
文
心



彫
龍
』
の

江
左
の
篇
製
は
、
玄
風
に
湯
れ
、
拘
務
の
志
を
唆
笑
し
て
、
亡
機

の
談
を
山
口
前
盛
す
。
実
・
孫
巳
下
、
各
お
の
彫
采
有
り
と
離
も
、
辞

越
は
挟
を
一
に
し
て
、
与
に
雄
を
争
う
も
の
莫
し
。
景
純
の
仙
倍
加

の

挺

抜

し

て

俊

と

為

す

所

以

な

り

。

ハ

明

詩

篇

)

を
は
じ
め
と
し
て
、
郭
嘆
の
「
遊
仙
詩
」
は
榎
め
て
評
価
が
高
い
。

そ
の
理
由
は
、
「
始
め
て
永
一
括
平
淡
の
体
を
変
」
じ
た
郭
瑛
が
、
そ

の
「
遊
仙
詩
」
で
は
、
問
時
代
の
詩
人
と
は
異
な
っ
て
「
辞
越
は
撲

を
一
に
し
て
」
い
な
い
、
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ

こ
で
い
う
「
辞
越
」
は
、
「
彫
采
」
す
な
わ
ち
修
飾
技
巧
に
関
わ
っ

て
い
る
の
で
は
な
く
、
主
に
内
容
国
を
意
味
し
て
い
る
、
と
い
う
点

に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

次
に
、
後
世
の
批
評
家
の
、
同
じ
く
郭
瑛
の
「
遊
仙
詩
」
に
対
す

る
評
を
挙
げ
る
。

景
純
の
遊
仙
は
別
ち
鹿
子
の
逮
遊
な
り
。
章
句
の
士
、
何
ぞ
以
て

之
を
知
る
に
足
ら
ん
。

(
何
熔
吋
義
門
読
書
記
』
巻
四
十
六
〉

本
と
問
問
子
逮
遊
の
憾
に
し
て
其
の
辞
を
擬
し
、
遂
に
佳
製
を
成
せ

。
め〆

〈
方
東
樹
司
昭
味
態
ヰ
一
一
向
』
巻
一
一
一
)

い
ず
れ
も
郭
瑛
の
「
遊
仙
詩
」
が
、
屈
涼
の
『
楚
辞
』
遠
遊
篇
を

踏
襲
し
て
い
る
、
と
い
う
点
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
ま
た
、
先
程

挙
げ
た
曹
植
の
「
五
遊
一
散
」
に
関
し
て
も
、
次
の
よ
う
な
評
が
あ
る
。

「
九
州
歩
む
に
足
ら
ず
」
の
五
字
を
看
れ
ば
、
其
の
士
山
を
今
の
天

下
に
得
ざ
る
や
審
か
な
り
。
己
む
無
け
れ
ば
、
其
れ
仙
に
遊
ぶ

か
。
其
の
源
は
霊
均
に
本
づ
く
。

〈
陳
酢
明
『
釆
萩
堂
古
詩
選
』
巻
ム
ハ
)

「
霊
均
」
と
は
一
宮
う
ま
で
も
な
く
、
同
じ
く
屈
原
を
指
す
。
こ
れ

ら
の
評
は
、
郭
壊
や
曹
植
が
い
ず
れ
も
志
を
現
実
に
得
な
か
っ
た
が

為
に
、
庖
原
と
同
様
に
「
仙
に
遊
」
ば
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
と
指

摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
漢
代
の
楽
府
が
不
老
長
生
と
い
う
側
面
を

強
調
す
る
た
め
に
仙
的
世
界
を
描
い
て
い
た
の
に
対
し
て
、
居
原
が

悲
時
俗
之
迫
阪
今
時
俗
の
迫
慌
を
悲
し
み

願
軽
挙
布
遠
遊
願
わ
く
は
軽
挙
し
て
遠
遊
せ
ん

(
『
楚
辞
』
遠
遊
)

と
、
如
何
と
も
し
が
た
い
現
実
か
ら
離
脱
す
る
た
め
に
始
的
世
界
を

描
い
て
い
る
と
い
う
点
で
、
作
品
を
制
作
す
る
動
機
が
屈
原
と
共
通

す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
不
老
長
生
と
い
う
祝
額
的
側
面
よ
り

も
、
空
間
を
自
在
に
飛
朔
し
、
理
想
世
界
と
し
て
仙
界
に
遊
ぶ
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
、
他
人
の
特
性
が
、
作
品
制
作
に
当
た
っ
て
よ
り

強
く
窓
議
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

人
は
、
や
り
場
の
な
い
様
々
な
現
実
の
不
満
か
ら
逃
れ
た
い
が
た
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せ
め
て
精
神
を
理
想
世
界
に
遊
ば
せ
、
わ
ず
か
な
慰
め
を
得

ょ
う
と
す
る
。
撲
の
武
帝
の
よ
う
に
、
現
実
に
非
現
実
を
重
ね
合
わ

せ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
愚
か
し
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
心
の
痛
み
に

耐
え
か
ね
て
、
現
実
1
地
上
か
ら
高
く
仙
界
へ
と
飛
均
し
よ
う
と
す

る
の
な
ら
ば
、
そ
こ
に
「
遊
仙
詩
」

1
・
「
詠
懐
詩
」
と
な
る
契
機
が

あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

郭
瑛
の
「
遊
仙
詩
」
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
「
詠
様
性
い
が
強
い

(注
6
〉

と
見
な
さ
れ
る
吋
文
選
」
所
収
の
第
四
首
を
挙
げ
る
。

「
遊
仙
詩
」
其
四

ム
ハ
龍
安
可
頓
六
龍
安
ん
ぞ
頓
む
べ
き

運
流
有
代
謝
運
流
し
て
代
謝
有
り

時
変
感
人
思
時
変
は
人
の
思
い
を
感
ぜ
し
め

己
秩
復
願
菱
巴
に
秋
な
れ
ば
復
た
哀
を
燦
う

准
海
変
散
命
尚
准
海
は
徴
禽
を
変
、
、
せ
し
む
る
も

吾
生
独
不
化
五
回
が
生
独
り
ル
仰
せ
ず

機
欲
騰
丹
籍
丹
駅
知
に
騰
ら
ん
と
欲
す
と
難
も

雲
鱗
非
我
駕
雲
鱗
は
我
が
駕
に
非
ず

悦
無
魯
揚
徳
塊
づ
ら
く
は
魯
援
の
徳
も
て

廼
日
向
一
ニ
舎
日
を
廻
ら
し
て
一
二
舎
に
向
う
無
き
を

臨
川
友
年
選
川
に
臨
ん
で
年
の
選
く
を
亥
し
み

撫
心
独
悲
托
心
を
撫
し
て
独
り
悲
托
す

む
こ
、

、λu
b
u
'

と
い
っ
た
諮
が
ち
り
ば
め
ら
れ
、
拡
独
と
悲

て
い
る
が
、
彼
の
遊
伯
詩
に
詠
懐
性
が
強
い
と

こ
う
し
た
表
現
の
持
つ
効
果
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ

と
こ
ろ
で
、
の
「
遊
仙
一
一
一
ど
と
し
て
、
「
升
天
行
」
二
首
「
仙

人
第
」
「
桂
之
横
行
」
「
遊
仙
」
「
五
遊
詠
」
「
平
陵
東
」
「
苦
忠
行
」

「
逮
遊
篇
」
「
飛
語
篇
」
「
駆
車
行
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ

(注
7
〉

ら
の
作
品
に
は
郭
嘆
の
よ
う
に
、
現
実
の
悲
哀
に
拘
泥
す
る
態
度
は

見
ら
れ
な
い
。
一
例
と
し
て
「
遊
仙
」
と
題
さ
れ
る
作
品
を
挙
げ
よ

。
久
ノ

「
遊
仙
」

人
生
不
満
一
吉

戚
戚
少
歓
娯

意
欲
奮
六
一
級

誹
霧
陵
紫
虚

婚
続
開
松
喬

翻
跡
登
期
間
期

的
矧
朔
九
天
上

欝
轡
遠
行
遊

東
観
扶
桑
寝

菌
培
弱
水
流
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人
生
百
に
満
た
ず

戚
威
と
し
て
歓
娯
少
な
し

意
六
認
を
奮
わ
ん
と
欲
し

霧
を
排
し
て
紫
虚
を
凌
ぐ

鐸
腕
松
喬
に
出
向
じ

跡
を
翻
し
て
鼎
湖
に
登
る

親
類
す
九
天
の
上

替
を
欝
せ
て
遠
く
行
遊
せ
ん

東
扶
桑
の
躍
き
を
観

西
弱
水
の
流
れ
に
臨
み



北
極
登
玄
渚
北
極
め
て
玄
渚
に
登
り

の
ぼ

南
開
砂
舟
丘
南
均
け
て
丹
丘
に
捗
ら
ん

こ
こ
で
、
現
実
の
悲
笈
を
い
う
の
は
「
人
生
不
満
百
、
戚
威
少
数

娯
」
の
二
句
の
み
で
あ
り
、
他
は
天
界
遊
行
の
様
を
極
め
て
自
由
に

述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
前
述
の
「
五
遊
詠
」
で
は
「
九
州
不
足

歩
」
、
「
仙
人
篇
」
で
は
「
沼
海
一
何
回
府
、
九
州
安
所
如
」
、
ま
た
「
遠

遊
第
」
で
は
「
出
品
掃
本
吾
宅
、
中
川
川
非
我
家
」
と
い
う
よ
う
に
、
現

実
に
対
す
る
不
満
は
、
い
ず
れ
も
余
り
に
簡
潔
に
、
そ
し
て
一
般

的
・
抽
象
的
に
し
か
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
彼
の
「
遊
仙

詩
」
で
は
、
現
実
が
仙
界
へ
と
飛
び
立
っ
た
め
の
契
機
に
過
ぎ
ず
、

仙
界
の
様
子
を
対
比
的
に
強
調
す
る
だ
け
の
も
の
で
し
か
な
い
か
ら

で
あ
ろ
う
。
彼
の
「
遊
仰
詩
」
に
は
、
さ
ら
に
現
実
へ
の
一
言
及
ま
で

(設
8ν

を
も
切
り
捨
て
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
も
多
く
み
ら
れ
る
。
そ
の
た

め
、
「
遊
仙
詩
い
か
ら
は
、
他
の
作
品
に
は
み
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
明

る
さ
、
自
由
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
現
実
の
悲
亥
感
情
が
作

品
の
表
簡
に
さ
ほ
ど
現
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
矛
盾
蔦
藤
が

無
い
、
自
己
の
在
存
を
線
源
か
ら
凝
視
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
と

は
、
短
絡
的
に
結
び
付
け
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

ガ
東
樹
は
「
遠
遊
篇
」
を
次
の
よ
う
に
評
す
。

気
体
は
宏
放
、
校
関
に
し
て
、
景
純
に
勝
る
。
景
純
は
饗
妙
な
る

も
、
局
面
の
駒
大
な
る
は
此
に
及
ば
ず
。

〈
「
昭
味
龍
一
宮
一
一
一
同
」
巻
二
)

こ
れ
は
「
遠
遊
篇
」
に
限
ら
ず
、
他
の
遊
伯
詩
に
も
当
て
は
ま
る

評
で
あ
ろ
う
。
拐
応
鱗
も
曹
植
の
遊
他
詩
を
「
詞
諜
宏
富
、
高
気
骨

(
許
庁
一

9
〉

蒼
然
」
と
評
し
て
い
る
。
共
に
、
「
気
体
」
「
気
骨
」
と
表
現
は
異
な

る
が
、
警
植
の
遊
仙
詩
の
本
質
が
そ
の
自
由
関
達
な
表
現
だ
け
に
あ

る
の
で
は
な
く
、
そ
の
内
容
・
詩
境
に
も
あ
る
こ
と
を
一
一
一
一
口
っ
て
い

る。
曹
植
に
と
っ
て
他
界
は
常
に
現
実
世
界
の
対
極
に
あ
る
も
の
で
あ

(
注
油
)

る
が
た
め
に
、
現
実
世
界
が
不
自
由
で
不
如
意
な
も
の
で
あ
れ
ば
あ

る
ほ
ど
、
逆
に
仙
界
は
ま
ず
ま
ず
自
由
で
、
喜
び
に
溢
れ
た
世
界
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
逆
に
言
え
ば
、
何
の
束
縛
も
な

く
、
自
由
自
在
に
東
西
南
北
あ
ら
ゆ
る
所
を
飛
朔
す
る
姿
に
、
現
実

に
が
ん
じ
が
ら
め
に
縛
り
つ
け
ら
れ
た
曹
植
の
笑
像
を
読
み
取
ら
ね

ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
「
遊
仙
詩
」
は
「
飾
観

五
獄
問
、
人
生
如
寄
居
」
ハ
「
品
川
人
篇
」
〉
に
も
表
さ
れ
る
よ
う
に
、

作
品
の
中
で
、
自
ら
が
似
的
世
界
を
飛
朔
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現

実
を
鳥
搬
す
る
視
野
を
獲
得
し
、
現
実
の
悲
亥
を
超
克
し
て
い
る
と

い
う
点
に
こ
そ
特
徴
が
あ
る
。

例
え
ば
、
「
来
臨
万
里
之
外
、
去
留
随
意
所
欲
存
L

ハ
「
桂
之
樹
行
」
)

と
い
う
表
現
は
、
表
面
的
に
は
つ
万
里
の
外
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ

「
去
留
」
も
つ
認
の
存
せ
ん
と
欲
す
る
所
に
飽
う
」
こ
と
が
で
き
る
、
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と
い
っ
て
い
る
が
、
そ
の
裂
に
、
現
笑
で
は
「
去
留
」
さ
え
も
「
意

の
存
せ
ん
と
欲
す
る
所
に
随
う
い
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
曹
植

の
悲
痛
な
叫
び
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。
暫
植
は
「
遊
仙
詩
」
で
直

識
に
現
実
を
悲
嘆
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。
た
だ
、
何
の
屈
折

も
無
き
か
の
よ
う
な
そ
の
表
現
の
裂
に
は
、
正
反
対
の
彼
の
現
実
が

一
一
一
一
口
外
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
百
植
の
遊
仙
詳
の
独
自
性
は
そ
う

し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

曹
植
の
作
品
に
は
、
悲
京
・
憤
怒
・
恐
れ
と
い
っ
た
、
現
実
と
の

葛
藤
を
一
部
す
感
情
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
の
に

対
し
て
、
一
連
の
「
遊
仙
詩
」
は
、
無
条
件
に
歓
喜
・
解
放
感
を
表

現
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
前
章
で
も
述
べ
た
。
そ
の
た
め
、
や

や
も
す
る
と
「
作
品
自
体
と
し
て
苦
関
を
表
現
し
て
い
る
と
は
い
い

(
注
江
)

が
た
い
」
と
い
う
理
由
で
否
定
的
評
価
を
受
け
が
ち
で
あ
る
。
こ
の

評
を
言
い
換
え
れ
ば
、
作
品
に
「
一
詠
懐
性
」
が
感
じ
ら
れ
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
な
ぜ
曹
槌
の
遊
仙
詩
は
、
「
一
詠
懐
性
」
が
稀
薄
で
あ
る
と

感
じ
ら
れ
る
の
か
。
次
に
表
現
の
面
か
ら
そ
れ
を
み
て
ゆ
き
た
い
。

「
一
詠
懐
性
」
の
強
い
作
品
と
し
て
は
、
第
一
に
抗
籍
の
「
一
詠
懐
詩
」

が
挙
げ
る
ら
れ
だ
ろ
う
が
、
「
天
上
の
神
仙
の
生
活
、
ま
た
は
変
形

と
し
て
の
上
社
の
生
活
が
、
坑
籍
の
価
債
の
序
列
に
お
い
て
最
高
の

(
注
目
〉

地
位
に
位
す
る
」
と
さ
れ
る
庇
籍
に
は
、
幾
っ
か
神
仙
世
界
を
詠
じ

た
作
品
が
あ
る
。
「
一
詠
懐
詩
」
八
十
二
首
中
で
、
神
仙
世
界
を
詠
じ

た
作
品
を
一
首
挙
げ
る
。

「
一
散
懐
詩
」
其
七
十
八

背
有
神
仙
土
管
神
仙
の
士
有
り

乃
処
射
山
間
乃
ち
射
山
の
阿
に
処
る

一
味
雲
御
飛
龍
雲
に
乗
り
飛
龍
を
御
し

嘘
議
磯
唆
華
蹴
鳴
し
て
遺
筆
を
磯
う

可
開
不
可
見
開
く
べ
き
も
見
る
べ
か
ら
ず

糠
慨
嘆
等
援
糠
慨
し
嘆
き
容
援
す

自
傷
非
傍
額
自
ら
傍
類
に
非
ざ
る
を
傷
み

愁
苦
来
相
加
愁
苦
来
り
て
相
加
わ
る

下
学
部
上
達
下
学
し
て
上
達
せ
ん
と
す
る
も

忽
忽
将
如
何
忽
忽
と
し
て
将
た
如
何
せ
ん

玩
籍
の
場
合
、
神
仙
の
存
在
に
懐
疑
的
で
あ
る
と
い
う
現
実
の
認

識
は
、
そ
の
ま
ま
作
品
に
反
映
し
て
い
て
、
自
ら
が
現
実
の
足
柳
を

(
注
目
)

解
き
放
っ
て
、
天
界
を
'
自
由
に
遊
行
す
る
こ
と
は
無
い
の
だ
が
、
こ

の
作
品
で
も
、
「
雲
に
乗
り
飛
龍
を
御
し
」
て
い
る
「
神
仙
の
士
」

が
い
た
の
は
立
主
で
あ
っ
て
、
氏
籍
自
身
は
「
自
ら
傍
類
に
非
ざ

る
を
傷
」
ん
で
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
神
仙
の
存
在
に
懐
疑
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的
な
現
実
認
識
と
は
別
に
、
曹
植
が
作
品
で
は
自
ら
が
飛
掬
し
て
い

る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
詠
懐
詩
」
の
構
造
が
、
離

脱
し
よ
う
と
し
て
、
結
局
再
び
現
実
に
回
帰
せ
ざ
る
を
得
な
い
氏
籍

(注
M
)

の
姿
を
表
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
作
品
に
は
必
然
的
に
玩
籍
自

身
の
懐
疑
・
煩
関
が
現
れ
ざ
る
を
得
な
い
。

氏
籍
の
「
均
一
部
懐
詩
』
に
お
い
て
は
、
か
ん
じ
ん
の
詠
懐
を
示
す

部
分
に
疑
問
反
訴
の
措
辞
が
多
く
使
わ
れ
る
」
が
、
「
疑
問
反
一
誌
の

い
い
か
た
は
、
閉
ざ
さ
れ
て
欝
積
し
た
感
情
を
語
る
の
に
ふ
さ
わ
し

い
表
現
様
式
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」
と

(
法
お
〉

鈴
木
修
次
氏
は
指
摘
さ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
疑
問

反
訴
の
措
辞
の
多
寡
は
、
「
詠
懐
詩
」
の
条
件
の
一
つ
と
し
て
挙
げ

ら
れ
よ
う
。
例
え
ば
、
一
献
懐
性
が
強
い
と
見
な
さ
れ
る
郭
瑛
の
「
文

選
」
所
収
の
「
遊
仙
詩
」
を
み
て
も
、
七
首
中
六
首
ま
で
に
疑
問
反

訴
の
措
辞
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
曹
植
の

辺
地
仙
詩
」
に
は
そ
う
し
た
疑
問
反
語
の
措
辞
は
み
ら
れ
な
い
。
だ

か
ら
、
官
植
の
作
品
は
、
単
な
る
「
遊
仙
詩
」
と
さ
れ
、
コ
詠
懐
詩
i

一

と
は
見
な
さ
れ
に
く
い
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
れ

で
は
「
速
遊
筋
、
品
加
純
激
仙
所
自
出
也
。
」
ハ
胡
応
鱗
「
詩
薮
」
内
第

巻
二
・
古
体
中
・
五
皆
同
〉
の
よ
う
な
、
一
詠
懐
性
が
強
い
と
さ
れ
る
、

郭
嘆
の
「
遊
仙
詩
」
の
さ
き
が
け
と
し
て
の
評
価
は
あ
り
え
な
い
は

ず
で
あ
る
。

沼

こ
こ
で
時
代
的
に
曹
植
と
郭
嘆
の
中
間
に
位
置
付
け
ら
れ
、
そ
の

大
部
分
が
神
仙
の
記
事
で
埋
め
ら
れ
て
い
る
書
『
博
物
士
山
b

を
記
し

た
張
華
〈
二
三
二
?
一
ニ

O
O〉
の
「
遊
仙
詩
」
を
挙
げ
る
。

「
遊
仙
詩
」
四
首
其
一

雲
一
寛
垂
藻
旅
雲
一
箆
藻
放
を
垂
れ

羽
桂
揚
軽
据
羽
経
軽
裾
を
揚
ぐ

頭
登
清
雲
間
清
雲
の
関
に
議
登
し

論
道
神
由
記
麗
道
を
神
白
阜
の
震
に
論
ず

鰭
史
登
鼠
音
籍
史
回
路
音
を
登
し

王
后
吹
鳴
竿
王
后
鳴
竿
を
吹
く

守
精
味
玄
妙
精
を
守
り
玄
妙
を
味
わ
い

誼
議
無
為
雄
無
為
の
境
に
遮
遺
す

「
遁
遁
」
し
て
い
る
の
は
、
確
か
に
張
華
自
ら
な
の
で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
主
体
は
曹
績
の
作
品
ほ
ど
に
は
明
ら
か
で
な
い
。
曹
権
の
作
品

の
よ
う
な
自
由
間
違
な
解
放
感
は
感
じ
ら
れ
や
す
、
ひ
た
す
ら
美
し
く

描
き
あ
げ
ら
れ
た
仙
界
の
様
子
に
授
り
き
っ
て
い
て
、
こ
こ
に
は
張

華
の
仙
界
を
無
条
件
に
肯
定
す
る
姿
勢
の
み
が
み
え
る
。
少
な
く
と

も
、
対
極
に
あ
る
べ
き
「
現
実
」
は
、
他
の
三
首
を
含
む
ど
こ
か
ら

も
読
み
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
作
品
の
制
作
意
図
が
、
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(
注
国
〉

修
辞
技
巧
の
巧
み
さ
を
示
す
こ
と
に
あ
っ
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
し
、

張
輩
が
神
仙
に
対
す
る
懐
疑
を
、
少
な
く
と
も
曹
檎
や
庇
籍
ほ
ど
に

は
も
っ
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
も
起
開
削
す
る
の
で
あ
ろ

う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
か
ら
知
ら
れ
る
の
は
、
対
極
と
し
て

の
現
実
を
持
た
な
い
仙
界
を
い
く
ら
華
麗
に
詳
細
に
描
い
た
と
し
て

も
、
そ
の
作
品
は
「
一
一
献
懐
性
」
を
持
ち
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
こ
に
張
華
の
「
遊
仙
詩
」
と
曹
植
の
作
品
と
が
最
も
大
き
く

異
な
る
点
が
あ
る
。

限
一
昨
閉
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
官
補
は
不
如
意
な
現
実
か
ら
「
己

む
無
く
」
仙
に
遊
ん
だ
の
で
あ
れ
ば
、
賛
美
し
、
表
現
し
よ
う
と
し

た
の
は
、
悲
痛
な
現
実
か
ら
自
ら
を
解
放
し
た
、
そ
の
解
放
感
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
張
兼
が
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
理
想
撲
と

し
て
の
仙
界
で
あ
っ
た
。
そ
の
表
現
が
平
面
的
で
、
ま
る
で
句
か
ら

匂
へ
と
、
絵
画
を
見
る
よ
う
な
感
が
あ
る
の
も
、
故
無
し
と
は
一
一
一
一
向
え

h
t
h

、。

唱すん
1
5
V官

植
は
、
「
辞
賦
は
小
道
」
(
「
楊
徳
祖
に
与
う
る
蓄
」
)
と
文
学
を

軽
視
し
な
が
ら
も
、
現
実
の
煩
悶
か
ら
解
放
さ
れ
る
に
は
、
そ
の
辞

賦
に
依
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
仙
界
の
実
在
に
疑
念
を
抱
き

(注
U
V

な
が
ら
も
、
辞
賦
の
中
で
仙
界
に
飛
朔
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ

の
矛
盾
は
彼
の
抱
え
込
ん
だ
現
実
が
あ
ま
り
に
過
酷
で
あ
っ
た
こ
と

を
意
味
し
よ
う
。
仙
界
に
遊
ぶ
曹
植
の
姿
は
喜
び
に
溢
れ
て
い
る
。

が
、
そ
の
仙
界
は
虚
構
の
上
の
脆
い
幻
想
で
あ
り
、
再
び
苦
い
現
実

へ
と
立
ち
返
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
も
彼
は
知
っ
て
い
た
は
ず
で

あ
る
。だ

か
ら
こ
そ
、
彼
の
作
品
に
お
い
て
、
「
我
」
は
再
び
地
上
へ
帰

ら
ず
、
仙
界
を
飛
均
し
続
け
る
。
庇
籍
が
理
想
に
到
達
し
得
な
い
現

実
を
つ
詠
懐
」
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
の
同
じ
重
さ
で
、
精
神
が

永
遠
に
運
動
し
続
け
る
こ
と
へ
の
願
望
を
、
曹
植
は
切
実
に
詠
じ

た
。
理
想
と
希
望
の
表
現
は
現
実
と
絶
望
の
裏
返
し
で
あ
る
。
加
え

て
、
否
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
寄
り
か
か
ら
ざ
る
を
得
な
い
、
認

識
と
行
為
の
苦
い
落
差
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
彼
の
「
遊
仙
詩
」
は
確

か
に
「
一
一
散
懐
」
の
系
誇
に
連
な
っ
て
い
る
、
と
言
え
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
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注(注
1
〉
例
え
ば
、
「
遊
仙
詩
本
有
託
前
二
一
一
口
。
汝
壊
詠
懐
、
其
本
旨
也
。
鍾

蝶
同
氏
其
少
列
仙
之
趣
、
謬
奈
川
一
(
沈
徳
潜
『
古
詩
源
』
巻
八
〉
を
始
め
と

す
る
、
際
酢
明
『
采
薮
堂
古
詩
選
』
巻
十
二
や
何
持
『
義
門
読
書
記
』
の

郭
嘆
の
「
遊
仙
詩
」
評
な
ど
。

〈詮
2
)

例
え
ば
、
こ
の
他
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。

聖
主
享
万
年
、
悲
今
皇
帝
延
寿
命
〈
王
子
喬
)

陛
下
長
生
老
芳
、
呂
田
粛
粛
稽
首
、
天
神
擁
護
左
右
、
陛
下
長
与
天
相

保
守
(
葦
逃
行
)

た
だ
し
、
こ
う
し
た
長
生
を
祈
願
す
る
文
句
は
、
仙
的
世
界
が
措
か
れ



あ
作
品
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
「
今
日
楽
相
楽
、
延
年
万
歳
期
」

の
よ
う
な
樹
用
的
な
結
び
と
開
様
の
意
味
合
い
も
持
っ
と
も
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
、
例
え
ば
歌
辞
と
趨
と
の
関
連
性
が
稀
薄
な
他
の
楽
府
と
比

べ
て
、
仙
的
世
界
を
描
い
た
も
の
の
方
が
、
霞
接
的
な
祝
属
性
は
透
か
に

強
い
と
い
え
よ
う
。

(往
3
〉
小
西
昇
「
襟
代
楽
府
と
神
仙
思
想
」
(
白
加
国
誠
博
士
還
暦
日
記
念

町
中
国
学
論
集
』
所
収
、
後
、
『
漢
代
楽
府
謝
霊
運
詩
論
集
』
所
収
)
は
、

郊
肥
散
が
矢
子
の
上
仙
を
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
「
長
歌
行
」
の
よ
う
な

相
和
歌
詐
に
現
れ
る
仙
人
は
、
「
人
間
が
仙
薬
を
手
に
い
れ
る
の
を
媒
介

す
る
と
い
う
形
で
登
場
す
る
。
不
老
長
生
、
設
仙
と
い
う
こ
と
が
、
現
世

利
益
追
求
的
な
姿
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
と
指
摘
す
る
。

ハ詑
A
A
)

矢
田
博
士
氏
も
「
曹
植
の
神
仙
楽
府
に
つ
い
て
l
先
行
作
品
と
の

兵
問
を
中
心
に
」
(
吋
中
間
詩
文
論
議
b

第
九
集

1
9
9
0
)
で
、
「
神

仙
楽
府
は
、
漢
貌
に
お
い
て
は
、
宴
会
用
の
祝
演
歌
辞
と
し
て
、
専
ら
延

命
長
寿
を
祈
願
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
」
と
述
べ
ら

れ
る
。

(注
5
〉
「
曹
櫛
詩
考

l
吋
悲
風
b

を
手
掛
か
り
と
し
て
i
」
Q
中
思
文
化
』

1
9
9
2
年
6
月〉

ハ
注
6
〉
由
党
出
葉
子
氏
は
「
貌
晋
の
遊
仙
持
に
お
け
る
郭
撲
の
位
置
」

Q
中
国
文
学
論
集
』
第
四
号
1
9
7
4
〉
で
こ
の
第
四
に
つ
い
て
「
ま
さ

し
く
こ
の
作
品
は
、
鍾
牒
の
指
摘
す
る
円
欽
壌
の
詠
懐
』
で
あ
り
、
百
棟

慨
の
辞
』
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
よ
と
述
べ
ら
れ
る
。

(
投
7
〉
「
曹
植
の
遊
仙
持
論
l
特
に
説
話
の
展
開
を
中
心
に
し
て
l
」

(
『
東
洋
文
学
研
仰
と
第
1
3
号
1
9
6
5
年
3
月
V

に
よ
る
。
小
守
郁
子

「
曹
犠
論
」
ハ
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
ω
1
9
7
6
〉
の
ち
司
曹

植
と
屈
原
』
で
は
、
「
駆
車
行
」
を
除
い
て
い
る
。

〈詮
8
)

「
升
天
行
」
二
首
、
「
苦
患
行
」
、
「
駆
車
行
」
、
「
桂
之
樹
行
」
、
「
飛

寵
篇
」
、
つ
立
i

陵
東
」
な
ど
の
諾
作
は
、
他
界
の
様
子
の
み
を
描
き
、
現
実

へ
の
一
言
及
が
な
い
。

(
注
9
〉
『
詩
薮
』
内
篇
巻
一
・
古
体
上
・
雑
一
一
一
ロ
に
は
、

漢
仙
詩
、
若
上
一
充
、
太
真
馬
拐
、
皆
浮
艶
太
過
、
古
賀
意
象
、
選
不
復

存
、
倶
後
人
偽
作
也
。
漢
楽
府
中
如
王
子
喬
及
「
仙
人
続
白
鹿
」
等
、

離
間
作
理
語
、
然
合
意
津
欝
其
問
。
次
期
子
建
五
遊
、
升
天
諸
作
、
詩

藻
宏
憲
、
市
気
骨
蒼
然
。
問
中
川
純
遊
仙
、
体
格
頓
表
、
尚
多
致
語
。
下
此

無
論
突
。

と
あ
り
、
拐
応
麟
の
こ
の
評
は
、
つ
遊
仙
詩
」
の
系
諮
と
し
て
、
漢
代
楽

府
に
つ
い
で
曹
植
の
作
品
の
考
察
が
、
火
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
よ
う
。
特
に
、
「
気
骨
」
つ
ま
り
そ
の
内
容
商
が
評
価
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
他
に
も
胡
応
鱗
、
が
曹
績
を
非
常
に
高

く
評
価
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
評
と
し
て
次
の
も
の
が
あ
る
。

鍛
館
籍
、
大
沖
一
詠
史
所
自
出
也
。
遠
遊
策
、
間
賞
純
瀞
他
所
白
出
也
。

「
南
関
有
佳
人
」
等
議
、
鯛
宗
諸
作
之
祖
。
「
公
子
敬
愛
客
」
等
策
、
士

稀
群
製
之
京
。
諸
子
皆
中
ハ
朝
思
輩
、
無
能
出
英
範
囲
、
瞭
思
所
以
独
摺

入
斗
事
。
(
叫
詩
薮
』
内
鰐
巻
二
・
古
体
中
・
五
号
一
回
)

〈
注
叩
〉
小
守
郁
子
氏
は
、
官
織
の
遊
仙
一
詩
は
「
不
如
意
な
現
世
に
対
す
る

執
着
の
逆
説
的
表
現
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。

〈
注
目
〉
小
守
郁
子
「
薄
槌
論
、
ま
た
、
「
前
思
憾
の
遊
仙
作
品
群
は
数
金
こ

そ
か
な
h

ソ
多
い
が
、
そ
の
実
質
内
容
に
お
い
て
は
、
楽
掃
作
品
群
や
持
政
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楓
様
作
品
群
に
遠
く
及
ば
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
思
う
」
と
も
述

べ
ら
れ
る
。

〈
詑
ロ
〉
古
川
非
次
郎
「
玩
籍
の
『
一
一
献
懐
詩
』
に
つ
い
て
」
吋
古
川
幸
次
郎

全
集
』
第
七
巻

(
校
日
)
庇
絡
が
自
己
の
解
放
を
願
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
川
合
康

一
ニ
「
抗
絡
の
飛
朔
」
(
『
中
国
文
学
報
』
第
二
十
九
冊
1
9
7
8
〉
に
詳

し
く
述
べ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
大
鳥
や
仙
人
に
託
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
に
過

ぎ
ず
、
官
植
の
よ
う
に
庇
籍
が
「
我
」
と
し
て
大
空
を
飛
朔
す
る
こ
と
は

戸久、。

チ
ん

T
V

(注
M
〉
大
上
正
美
「
庇
箱
一
致
懐
詩
試
論
i
表
現
構
造
に
み
る
詩
人
の
敗
北

性
に
つ
い
て
i
L
Q漢
文
学
会
々
報
』
第
三
十
六
号
昭
和
五
十
二
年
〉

で
は
、
院
籍
の
「
一
散
懐
詩
」
が
、
現
実
的
意
識
か
ら
想
像
的
意
識
へ
、
そ

し
て
再
び
現
実
へ
と
弾
き
か
え
さ
れ
る
表
現
構
造
を
持
つ
、
と
指
摘
さ
れ

る。

(
接
話
〉
鈴
木
催
次
「
駒
山
出
版
・
況
籍
か
ら
陶
淵
明
へ
|
矛
盾
感
情
の
文
学
的

処
理
に
お
け
る
三
つ
の
型
|
」
(
問
中
国
文
学
報
』
第
十
八
冊
1
9
6
3

年
4
月
)

(
在
国
〉
由
一
見
出
養
子
氏
は
、
前
記
論
文
に
お
い
て
、
「
遊
仙
詩
」
を
表
現

の
上
か
ら
「
修
辞
派
」
と
「
自
己
の
感
概
表
白
派
」
と
に
分
け
ら
れ
、
張

翠
の
「
遊
仙
詩
」
を
、
そ
の
詩
語
の
葉
し
さ
と
対
偶
表
現
と
を
挙
げ
て
、

「
修
辞
に
重
点
の
置
か
れ
た
作
品
」
と
す
る
。

(
詑
汀
〉
菅
植
が
神
仙
の
存
在
に
関
し
て
合
理
的
思
考
を
し
て
い
た
事
は
、

小
守
郁
子
「
習
植
論
」
に
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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(
法
政
大
学
〉


