
へ
、

ぶ

競
舞
と
は 、

贅
鼓
と
い
う
小
ぶ
り
の
鼓
を
持
っ
て
舞
う
雑
舞
で
あ

る 。

そ
の
舞
に
あ
わ
せ
て
歌
わ
れ
た 、

漢
代
の
歌
辞
は
現
存
し
な
い 。

無
い
も
の
を
考
察
し
よ
う
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か 。

ま
ず 、

失
わ
れ

た
本
辞
は 、

魏
の
曹
植
「
贅
舞
歌」

五
篇
を
媒
介
と
し
て 、

お
ぼ
ろ

げ
な
が
ら
も
そ
の
大
略
が
復
元
可
能
で
あ
る 。

そ
の
こ
と
を 、

幾
ば

く
か
の
根
拠
と
と
も
に
示
そ
う
と
い
う
の
が 、

本
稿
第一
の
趣
旨
で

あ
る 。

そ
し
て 、

漢
代
鷲
舞
歌
辞
の
内
容
や
表
現
が
粗
方
明
ら
か
と

な
っ
た
な
ら
ば 、

そ
の
先
に
広
が
る
視
界
の
一
隅
に 、

当
時
の
宴
席

で
繰
り

広
げ
ら
れ
て
い
た
文
芸
の
一
端
を
捉
え
る
手
が
か
り
が
与
え

ら
れ
よ
う 。
「
宋
書」

巻一
九
・

楽
志
一
に
「
稗
舞 、

未
詳
所
起 、

然
漠
代
巳
施
於
燕
享
癸
（
鞘
舞
は 、

未
だ
起
こ
る
所
を
詳
ら
か
に
せ

ず 、

然
れ
ど
も
漠
代
に
は
已
に
燕
享
に
施
さ
る）」

と
記
さ
れ
て
い

る
と
お
り 、

淵
源
は
未
詳
で
は
あ
る
も
の
の 、

少
な
く
と
も
漢
代
の

は
じ
め
に

漢
代
驚
舞
歌
辞
考

ー
曹
植
「
整
舞
歌」

五
篇
を
媒
介
と
し
て
ー

饗
宴
で
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
確
実
な
竪
（
稗）

舞
で
あ
る 。

そ
の
歌

辞
に
は
必
ず
や 、

そ
う
し
た
場
の
具
体
的
情
景
を
浮
か
び
上
が
ら
せ

る
鍵
が
潜
ん
で
い
る
は
ず
だ 。

そ
れ
を
探
り
当
て
て 、

そ
の
先
の
見

通
し
を
示
す
こ
と 、

そ
れ
が
本
稿
の
第
二
の
眼
目
で
あ
る 。

曹
植
「
贅
舞
歌」

五
篇
の
冒
頭
に
置
か
れ
て
い
る
「
聖
皇
篇」 。

(

l
)
 

そ
の
歌
辞
は 、

従
来
に
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
お
り 、

曹
操
の
死
後 、

父
の
後
を
継
い
で
魏
王
と
な
っ
た
曹
不一
が 、

弟
の
曹
植
や
曹
彰
ら
を

封
国
へ
赴
か
せ
た
と
い
う
延
康
元
年
（
ニ
ニ
0)
の
歴
史
事
実
（『
三

国
志』

巻一
九
・

任
城
陳
藷
王
伝）
を
明
ら
か
に
踏
ま
え 、

ま
た 、

同
じ
詩
人
の
「
贈
白
馬
王
彪」

詩
（「
文
選』

巻
二
四）
を
も
否
応

な
く

想
起
さ
せ
る
内
容
で
あ
る 。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
誰
も
が
同

意
し
よ
う 。

だ
が 、

筆
者
が
注
目
し
た
い
の
は
別
の
側
面
で
あ
る 。

す
な
わ
ち 、

こ
の
曹
植
の
歌
辞
は 、

漢
代
の
競
舞
歌
辞
「
章
和
二
年

p

ll

偵

子

栢

ーノ

JI

(1) 



中」
の
内
容
を
忠
実
に
襲
っ
て
い
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る。
そ
う
推
定
し
得
る
根
拠
は
後
ほ
ど
詳
述
す
る
こ
と
に

し
て、

ま
ず
は
彼
の
詠
ず
る
と
こ
ろ
に
耳
を
傾
け
よ
う。

以
下、

本

作
品
群
の
提
示
は
基
本
的
に
「
宋
書」
巻
ニ
ニ
・

楽
志
四
に
拠
り、

換
韻
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
区
切
り
目
は、」

で
示
す。

聖
皇
応
暦
数

聖
皇

暦
数
に
応
じ

う
る
は

正
康
帝
道
休

正
（
政）
康
ら
か
に
帝
道
休
し

み
な

九
州
咸
賓
服

九
州
は
咸
賓
服
しい

た

威
徳
洞
八
幽

威
徳

八
幽
に
洞
る

三
公
奏
諸
公

三
公
の
奏
す
ら
く

諸
公
は

不
得
久
滝
留

久
し
く

滝
留
す
る
こ
と
を
得
ず

蕃
位
任
至
重

蕃
（
藩）
位

任
は
至
っ
て
重
し

し
た
が

旧
章
咸
率
由

旧
章

咸
率
ひ
由
る
べ
し
と」

し
ら

侍
臣
省
文
奏

侍
臣

文
を
省
べ
て
奏
す
れ
ど

陛
下
体
仁
慈

陛
下
は
体
[
本
性]

仁
慈
な
り

沈
吟
有
愛
恋

沈
吟
し
て
愛
恋
有
り

不
忍
聴
可
之

聴
き
て
之
を
可
と
す
る
に
忍
び
ず

迫
有
官
典
憲

迫
ら
る
る
に
官
の
典
憲
有
り

不
得
顧
恩
私

恩
私
を
顧
み
る
を
得
ず

諸
王
当
就
国

諸
王

国
に
就
く
に
当
た
り

璽
綬
何
累
綾

璽
綬

何
ぞ
累
絞
な
る」

便
時
舎
外
殿

宮
省
寂
無
人

主
上
増
顧
念

皇
母
懐
苦
辛

何
以
為
贈
賜

傾
府
謁
宝
珍

文
銭
百
億
万

采
吊
若
煙
雲

乗
輿
服
御
物

錦
羅
与
金
銀

龍
旗
垂
九
旋

羽
蓋
参
斑
輪

諸
王
自
計
念

無
功
荷
厚
徳

思一
妓
筋
力

簗
躯
以
報
国

鴻
腫
擁
節
衛

副
使
随
経
営

貴
戚
並
出
送

突
道
交
輻
耕

車
服
斉
整
設

便
時
を
ま
ち
て
外
殿
に
舎
れ
ば

宮
省
は
寂
と
し
て
人
無
し

主
上
は
顧
念
を
増
し

皇
母
は
苦
辛
を
懐
く

何
を
以
て
か
贈
賜
を
為
さ
ん

っ

府
を
傾
け
て
宝
珍
を
蝠
く
す

文
銭
は
百
億
万

采
吊
は
煙
雲
の
若
し

乗
輿
冨
寺
巴

は
御
物
を
服
す

錦
羅
と
金
銀
と

り
う

龍
旗

九
旋
を
垂
れ

ま
じ

羽
蓋

斑
輪
を
参
ふ」

諸
王
は
自
ら
計
念
す

功
無
く
し
て
厚
徳
を
荷
け
た
り
と

い

た

思
ふ
ら
く

一
に
筋
力
を
放
し

つ
ひ

躯
を
漿
や
し
て
以
て
国
に
報
ぜ
ん
と」

ま
も

鴻
膿
は
節
を
擁
し
て
衛
り

副
使
は
随
ひ
て
経
営
[
往
来]

す

貴
戚

並
び
に
出
で
て
送
り

し
へ
い

ま
じ

道
を
突
み
て
輻
耕
を
交
ふ

車
服
は
斉
し
く
整
設
せ
ら
れ

(2) 



か
が
や

韓
嘩
耀
天
精

聴
（
靴）
は
嘩
き
て
天
精
に
耀
＜

武
騎
衛
前
後

武
騎
は
前
後
を
衛
り

鼓
吹
篇
茄
声

鼓
吹
に
は
篇
節
の
声
あ
り

祖
道
魏
東
門

祖
道
す

魏
の
東
門

う
る
ほ

涙
下
需
冠
櫻

涙
下
り
て
冠
線
を
需
す

お
ほ
ひ

ひ

板
蓋
因
内
顧

蓋
を
板
き
て
因
り
て
内
顧
し

挽
仰
慕
同
生

挽
仰
し
て
同
生
を
慕
ふ

行
行
将
日
莫

行
き
行
け
ば
将
に
日
莫
（
暮）
な
ら
ん
と
す

何
時
還
闊
庭

何
れ
の
時
に
か
閾
庭
[
宮
廷]

に
還
ら
ん

車
輪
為
袈
回

車
輪
は
為
に
斐
回
（
徘
徊）
し

四
馬
躊
躇
鳴

四
馬
は
躊
躇
し
て
鳴
く

路
人
尚
酸
鼻

路
人
す
ら
尚
ほ
酸
鼻
す

何
況
骨
肉
情

何
ぞ
況
ん
や
骨
肉
の
情
を
や」

最
初
の
八
旬
は、

聖
な
る
君
主
の
即
位
に
伴
い、

旧
法
に
拠
っ
て

諸
王
は
封
国
に
赴
く
べ
き
旨 、

三
公
（
大
尉
・

司
徒
・

司
空）
か
ら

奏
上
の
あ
っ
た
こ
と
を
言
う。
そ
の
結
び
に
は
『
詩
経」

大
雅
「
仮

楽」
に
い
う
「
不
術
不
忘 、

率
由
旧
章
（
桁
た
ず
忘
れ
ず、

旧
章
に

率
ひ
由
ら
ん）」

が
踏
ま
え
ら
れ、

三
公
の
言
葉
に
重
厚
さ
を
加
え

る
と
同
時
に、

歌
辞
の
構
成
上、

こ
こ
が
大
き
な
区
切
り
目
で
あ
る

こ
と
を
も
示
す。

続
く

八
旬
で
は、

私
的
慈
愛
の
情
か
ら
こ
の
奏
上
に
躊
躇
し
て
い

た
君
主
が、

官
の
定
め
る
法
規
に
迫
ら
れ
て、

諸
王
を
封
国
に
赴
か

せ
る
決
断
に
至
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る。

先
に
は
「
聖
皇」

と
い

う
尊
崇
の
三
人
称
で
指
し
示
さ
れ
て
い
た
君
主
が、

こ
こ
で
は
「
陛

下」
と
い
う
敬
称
で
呼
び
か
け
ら
れ、

こ
の
歌
辞
の
歌
い
手
が、

君

主
と
近
し
く
向
き
合
う
間
柄
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
こ
と
を
窺
わ
せ
る。

他
方 、

こ
の
段
落
の
終
盤
に
は
「
諸
王」

と
い
う
言
葉
が
登
場
し、

こ
の
詠
じ
手
の
立
脚
点
は、

再
び
第
三
者
の
位
置
に
引
き
戻
さ
れ
て

い
る。
こ
う
し
た
揺
ら
ぎ
は、

後
述
す
る
よ
う
に
以
下
に
続
く

段
落

に
も
認
め
ら
れ
る。

第
三
段
落
は、

四
句
ず
つ
の
三
部
構
成
を
取
る。

前
の
八
旬
で
は、

君
主
と
そ
の
母
の
配
慮
に
よ
り、

諸
王
へ
手
厚
い
下
賜
が
施
さ
れ
た

こ
と
を
言
う
が、

後
の
四
旬
で
描
写
さ
れ
る
の
は、

送
り
出
す
君
主

の
側
の
い
で
た
ち
だ。
こ
れ
を、

諸
王
へ
贈
ら
れ
た
豪
華
な
品
々
の

(

2
)
 

描
写
と
見
る
解
釈
も
あ
る
が、

特
に
「
龍
旗
垂
九
旋」
は、
「
礼
記』

楽
記
篇
に
い
う
「
龍
旅
（
旗
に
同
じ）
九
旋 、

天
子
之
施
也
（
龍
旅

は

た

(

3
)

九
旋
は、

天
子
の
施
な
り）」

を
明
ら
か
に
踏
ま
え
て
お
り、

そ
の

主
体
は
君
主
で
あ
る
と
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い。
と
す
る
と、

そ
の

前
に
見
え
る
「
乗
輿」
も
天
子
の
意
で
取
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う。
こ

の
四
旬
の
描
写
は、

先
立
つ
旬
「
主
上
増
顧
念」
と
の
間
に
奇
妙
な

ね
じ
れ
を
生
じ
て
い
る。

離
散
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
諸
王
に
顧
慮
し

つ
つ、

豪
華
に
飾
り

立
て
た
姿
で
彼
ら
を
送
り
出
す
こ
の
人
物
は、

(3) 



い
っ
た
い
ど
う
い
う
表
情
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か。
し
か
も、

こ

の
ね
じ
れ
は
明
瞭
に
そ
れ
と
知
覚
さ
れ
な
い
よ
う、

聞
き
手
に
対
し

て
巧
み
な
誘
導
が
為
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
取
れ
る。
こ
の
部

分
の
前
に
は
諸
王
へ
の
手
厚
い
下
賜
を
言
い、

続
く
第
四
段
落
で
は

直
ち
に、

君
主
の
厚
恩
に
感
じ
入
り、

国
に
対
す
る
忠
誠
を
誓
う
諸

王
に
目
が
転
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る。

さ
て、

第
四
段
落
で
赤
心
を
表
明
す
る
主
体
は、
「
諸
王」

と
明

示
さ
れ
て
は
い
る
が、

そ
の
語
り
の
姿
勢
と
し
て
は、

彼
ら
の
内
面

に
滑
り

込
む 、

限
り
な
く一

人
称
に
近
い
か
た
ち
が
取
ら
れ
て
い
て、

こ
こ
に
も
詠
じ
手
の
立
脚
点
の
揺
ら
ぎ
が
認
め
ら
れ
る。

最
後
の
第

五
段
落
は、

出
立
す
る一
行
と
そ
れ
を
見
送
る
人
々
の
様
子
を
俯
轍

的
に
描
く
が、

そ
の
後
半
十
旬
に
な
る
と、

都
を
離
れ
る
者
た
ち
の

立
場
か
ら、

兄
弟
離
散
の
悲
し
み
が
切
々
と
詠
じ
ら
れ
て
い
る。

以
上、

曹
植
「
聖
皇
篇」

の
内
容
を
押
さ
え
た
と
こ
ろ
で、

こ
の

整
舞
歌
辞
が、

漢
代
の
「
章
和
二
年
中」

に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
に
目
を
向
け
よ
う。

曹
植
の
作
品
に
限
ら
ず、

魏
・

晋
の
「
競

舞
歌」
五
篇
が
漠
王
朝
の
い
ず
れ
の
歌
辞
に
相
当
す
る
の
か、

こ
れ

を
記
す
の
は
『
宋
書」

楽
志
四
で
あ
る。
そ
こ
に
収
録
さ
れ
る
の
は

曹
植
と
西
晋
王
朝
の
歌
辞
の
み
で
あ
る
が、

そ
の
相
互
の
継
承
関
係

に
つ
い
て
は、

信
頼
性
の
高
い
記
事
で
あ
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う。

「
章
和
二
年
中」
と
い
う
題
目
は、

こ
の
種
の
詩
歌
の
常
と
し
て、

お
そ
ら
く
は
そ
の
第一
句
を
流
用
し
た
も
の
で
あ
り、

歌
辞
の
中
に

具
体
的
な
年
代
を
詠
じ
込
め
る
事
例
な
ら
ば、

た
と
え
ば
漢
の
鼓
吹

鏡
歌
「
上
陵
曲」
（『
宋
書」

楽
志
四）
に
も
「
甘
露
初
二
年」

と
見

え
て
い
る。
で
は、

後
漢
の
章
和
二
年
（
八
八）
と
は
い
っ
た
い
何

が
起
こ
っ
た
年
な
の
か。

そ
の
出
来
事
こ
そ
が、

漢
の
贅
舞
歌
辞

「
章
和
二
年
中」

の
主
題
で
あ
る
に
違
い
な
い。

そ
こ
で、
「
資
治
通
鑑」

巻
四
七
を
手
引
き
と
し
て
「
後
漢
書』

を
閲
し
て
み
る
と、

先
に
見
た
曹
植
「
聖
皇
篇」
の
内
容
と
非
常
に

よ
く

重
な
り

合
う
記
述
に
目
が
留
ま
る。
ま
ず、

章
和
二
年
二
月
三

十
日、

後
漢
の
第
三
代
皇
帝
章
帝
（
在
位
七
五
ー

八
八）
が
三
十
二

歳
で
崩
御
し、

そ
の
第
四
子
で
あ
る
和
帝
（
在
位
八
八

-
1

0
五）

④

が
十
歳
で
即
位
す
る
と、

章
帝
の
皇
后
で
あ
り、

和
帝
に
と
っ
て
は、

生
み
の
母
梁
責
人
を
死
に
追
い
や
り、

育
て
の
親
と
な
っ
た
賓
太
后

が
後
見
役
と
し
て
朝
政
に
臨
む
よ
う
に
な
る。
そ
し
て、

三
月
に
章

帝
が
埋
葬
さ
れ
る
や、

そ
の
兄
弟
で
あ
る
陳
王
羨 、

彰
城
王
恭 、

楽

成
王
党 、

下
邪
王
術 、

梁
王
暢
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
の
封
国
に
始
め
て
赴

い
て
い
る
（「
後
漢
書」
巻
四
・

和
帝
紀） 。

彼
ら
は
こ
れ
ま
で、

章

帝
の
特
別
な
計
ら
い
に
よ
り

都
に
留
ま
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
っ
た
が
（
同
巻
五
0
・

孝
明
八
王
列
伝） 、

こ
う
し
た
私
的
恩

寵
を
諌
め
る
者
た
ち
が
い
た
の
で
あ
る
（
同
巻
四
三
・

何
散
伝、

同

巻
四一
・

宋
意
伝） 。



こ
う
し
て
み
て
く
る
と 、

こ
の
年
の
出
来
事
と
曹
植
「
聖
皇
篇」

と
は
強
い
関
連
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
明
白
で
あ
ろ
う 。

お
そ
ら
く 、

そ
の
題
名
に
「
章
和
二
年
中」

と
明
示
す
る
漢
の
「
贅
舞
歌」

は 、

こ
の
年
に
封
国
へ
の
赴
任
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
諸
王
を
詠
ず
る
内
容

(
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を
持
ち 、

前
掲
の
曹
植
の
歌
辞
は 、

直
接
的
に
は
こ
の
漢
代
の
競
舞

歌
辞
を
踏
ま
え
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う 。

も
ち
ろ
ん 、

曹
植
の
歌
辞
が
彼
の
遭
遇
し
た
状
況
を
詠
じ
て
い
る

こ
と
に
は
違
い
あ
る
ま
い
が 、

そ
の
事
柄
を
表
現
す
る
上
で 、

過
去

の
出
来
事
に
枠
組
み
を
借
り
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ 。

た
と
え
ば
第

四
旬 、

君
主
の
威
徳
が
ま
っ
す
ぐ
に
届
い
た
遠
方
を
い
う
「
八
幽」

は 、

元
和
か
ら
章
和
へ
と
改
元
し
た
時
の
章
帝
の
詔
（「
後
漢
書』

巻
三
・

章
帝
紀）

に
こ
れ
と
同
様
な
文
脈
で
「
六
幽」

と
見
え
て
お

(
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り 、

歌
中
の
「
聖
皇」

が
あ
た
か
も
後
漢
の
章
帝
を
指
し
示
し
て
い

る
か
の
よ
う
な
錯
覚
を
起
こ
さ
せ
る 。

ま
た 、

諸
王
の
都
に
お
け
る

滞
留
を
諌
め
る
三
公
の
上
奏
は 、

こ
れ
を
魏
の
記
録
に
確
認
す
る
こ

と
は
難
し
い
が 、

後
漠
に
お
い
て
は
確
か
な
事
実
で
あ
っ
た 。

更
に 、

曹
植
の
用
い
る
「
諸
王」

と
い
う
語
に
つ
い
て 、

も
し
こ
れ
が
暗
に

曹
植
や
曹
彰
ら
を
指
す
の
だ
と
す
る
な
ら
ば 、

曹
不一
に
封
土
へ
の
赴

任
を
迫
ら
れ
た
延
康
元
年
（
ニ
ニ
0)

の
段
階
に
お
い
て 、

彼
ら
は

(
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未
だ
王
と
い
う
爵
位
を
与
え
ら
れ
て
は
い
な
い
が 、

後
漢
に
起
こ
っ

た
出
来
事
に
は 、

こ
の
語
は
び
っ
た
り

合
致
し
て
い
る 。

と
は
い
え 、

漢
代
の
贅
舞
歌
辞
「
章
和
二
年
中」

が 、

当
該
年
の

別
の
出
来
事
を
詠
っ
て
い
る
と
い
う
可
能
性
は
な
い
か 。

そ
れ
に 、

こ
の
渡
代
の
歌
辞
が
失
わ
れ
て
い
る
以
上 、

曹
植
「
聖
皇
篇」

と
の

関
係
性
は
証
明
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か 。

こ
う
し
た
反
論
も
あ
り

得
よ
う 。

だ
が 、

詩
人
の
置
か
れ
た
状
況
か
ら
判
断
し
て 、

そ
れ
は

あ
ま
り
に
も
実
態
か
ら
遊
離
し
た
懐
疑
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る 。

と
い
う
の
は 、

曹
植
に
と
っ
て
漢
代
歌
辞
を
踏
ま
え
る
と
い
う
こ
と

は 、

思
い
を
表
出
す
る
た
め
に
は
不
可
欠
の
様
式
で
あ
っ
た
と
推
測

さ
れ
る
か
ら
だ 。

前
述
の
と
お
り 、

彼
の
「
聖
皇
篇」

に
は
小
さ
な

歪
み
が
認
め
ら
れ 、

そ
れ
は
お
そ
ら
く

兄
曹
不一
の
仕
打
ち
に
対
す
る

屈
託
し
た
不
平
に
由
来
す
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
が 、

任
地
に
あ
っ
て

監
国
謁
者
に
常
時
そ
の
行
状
を
見
張
ら
れ
て
い
た
彼
に
と
っ
て 、

そ

う
し
た
鬱
屈
を
表
立
っ
て
表
現
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
っ
た

に
違
い
な
い 。

だ
が 、

漢
代
の
「
墜
舞
歌」

に
依
拠
し
て
い
る
と
い

う
サ
イ
ン
を
示
し
つ
つ 、

歌
に
託
し
て
そ
れ
を
発
し
た
な
ら
ば 、

そ

れ
は
十
分
許
容
さ
れ
得
る
も
の
と
な
っ
た
だ
ろ
う 。

こ
う
し
て
み
る

と 、

曹
植
の
「
聖
皇
篇」

は
漢
代
競
舞
歌
辞
を
忠
実
に
襲
う
も
の
で

あ
り 、

そ
の
古
辞
「
章
和
二
年
中」

は 、

前
述
の
よ
う
な
出
来
事
を

題
材
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る 。

(5) 



曹
植
の
「
聖
皇
篇」
は、

古
辞
「
章
和
二
年
中」
の
内
容
を
再
現

す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る。

な
ら
ば、

曹
植
の
歌
辞
か
ら、

魏
に
特
有
の
状
況
描
写
や
ほ
の
め
か
さ
れ
た
風
刺
を
抜
き
去
れ
ば、

そ
れ
が
「
章
和
二
年
中」

の
お
お
よ
そ
の
姿
と
な
る
だ
ろ
う。

す
な

わ
ち、

仁
愛
溢
れ
る
故
皇
帝
の
恩
寵
に
浴
し
て
き
た
諸
王
が、

三
公

の
上
奏
を
受
け
た
新
皇
帝
と
後
見
役
の
皇
太
后
の
命
に
よ
り、

遠
い

封
国
へ
向
か
っ
て、

な
ご
り
を
惜
し
み
つ
つ
都
か
ら
出
立
す
る
と
い

う
内
容
の
歌
辞
で
あ
る。

加
え
て、

曹
植
の
歌
辞
に
認
め
ら
れ
る
漢

代
詩
歌
的
な
要
素 、

た
と
え
ば
諸
王
に
下
賜
さ
れ
た
宝
物
を
数
え
上

げ
る、

古
楽
府
に
は
常
套
的
な
豪
華
絢
爛
た
る
文
辞 、

あ
る
い
は、

「
涙
下
り
て
冠
線
を
需
す」
に
類
す
る、

離
別
の
情
景
を
情
感
た
っ

ぷ
り
に
歌
い
上
げ
る
古
詩
的
な
く
だ
り
も、

魏
か
ら
そ
う
遠
く
な
い

漢
代
の
本
辞
に
含
ま
れ
て
い
た
だ
ろ
う。

そ
れ
で
は、

曹
植
の
そ
の
他
の
「
魁
舞
歌」

は
ど
う
だ
ろ
う
か。

本
辞
の
題
目
が
「
章
和
二
年
中」
ほ
ど
に
は
具
体
的
で
な
い
た
め、

「
聖
皇
篇」
の
よ
う
に
論
証
す
る
こ
と
は
難
し
い
が、

基
本
的
に
は

漢
代
の
歌
辞
を
踏
襲
す
る
の
が、

曹
植
の
こ
の
作
品
群
で
あ
ろ
う
と

筆
者
は
推
測
す
る。

と
い
う
の
は、

ま
ず
そ
の
序
文
（『
宋
書」

楽

志一
）
に、

次
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る。

(
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漢
霊
帝
西
園
鼓
吹 、

有
李
堅
者、

能
牌
舞 。

遭
乱 、

西
随
段

煩 。

先
帝
聞
其
旧
有
技 、

召
之。

堅
既
中
廃 、

兼
古
曲
多
謬
誤 、

異
代
之
文、

未
必
相
襲 、

故
依
前
曲
改
作
新
班
五
篇。

不
敢
充

之
黄
門 、

近
以
成
下
国
之
限
楽
焉
（
漢
の
霊
帝
の
西
園
の
鼓
吹

に、

李
堅
な
る
者
有
り、

牌
舞
を
能
く
す。

乱
に
遭
ひ
て、

西

だ
ん
わ
、

も
と

の
か
た
段
煩
に
随
ふ 。

先
帝
は
其
の
旧
技
有
る
を
聞
き
て、

之

を
召
す。

堅
は
既
に
中
廃
し、

兼
ね
て
古
曲
に
は
謬
誤
多
く、

異
代
の
文、

未
だ
必
ず
し
も
相
襲
は
れ
ず、

故
に
前
曲
に
依
り

て
新
班
五
篇
を
改
作
す。

敢
へ
て
之
を
黄
門
に
充
て
ず、

近
く

以
て
下
国
の
陪
楽
と
成
す） 。

こ
れ
に
よ
る
と、

後
漢
の
霊
帝
（
在
位一
六
七
ー一

八
九）
の
時
代、

⑥

宮
中
の
西
園
の
楽
隊
に
い
た
贅
舞
の
名
人、

李
堅
な
る
者
を、

今
は

(
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亡
き
魏
王
曹
操
が
召
し
出
し
た。

と
こ
ろ
が、

老
齢
の
李
堅
は
す
で

に
そ
の
技
芸
を
や
め
て
お
り、

ま
た
古
曲
に
は
誤
り
も
多
く、

前
代

の
文
辞
は
必
ず
し
も
踏
襲
さ
れ
て
い
な
い。

そ
れ
ゆ
え
曹
植
は、

古

曲
に
依
っ
て
新
歌
辞
五
篇
を
作
っ
た
の
だ
と
い
う。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は、

曹
植
が
漢
代
の
驚
舞
と
魏
国
の
そ
れ

と
を
引
き
比
べ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ。

つ
ま
り、

彼
は
漢
代
の
競

舞
歌
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か、

そ
の
全
貌
を
把
握
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る。

そ
う
で
な
く
て
は
比
較
は
で
き
な
い。

た
だ、

そ
の
把
握
の
程
度
は
わ
か
ら
な
い。

ま
た、

曹
植
は
新
歌
辞



五
篇
の
制
作
動
機
を 、

現
行
の
歌
辞
が
前
代
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て

い
る
が
「

故
に」

と
述
べ
て
い
る
が 、

新
し
い
歌
辞
は
旧
歌
辞
を
蘇

ら
せ
よ
う
と
す
る
方
向
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か 、

そ
れ
と
も 、

現
行

の
も
の
で
さ
え
異
な
っ
て
い
る
の
を
い
い
こ
と
に 、

完
全
な
る
刷
新

を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か 、

本
辞
が
失
わ
れ
て
い
る

現
在
に
お
い
て 、

そ
れ
を
確
か
め
る
手
立
て
は
な
い 。

と
は
い
え 、

前
章
で
検
討
し
た
作
品
か
ら
推
し
測
る
に 、

曹
植
の

新
し
い
「

贅
舞
歌」

五
篇
は 、

現
時
代
に
合
わ
せ
て
改
作
さ
れ
た
部

分
も
あ
る
と
は
い
え 、

基
本
的
に
は
古
辞
の
様
式
や
特
徴
的
表
現
を

継
承
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う 。
一
篇
の
み
が
古
辞

の
忠
実
な
再
現
で 、

そ
の
他
は
全
く
の
創
作
だ
と
は
考
え
に
く
い 。

実
際 、

漢
代
の
「
関
東
有
賢
女」

に
依
拠
し
た
「

精
微
篇」

は 、

そ

の
中
に
「

関
東
に
賢
女
有
り」

と
い
う
旬
を
そ
の
ま
ま
含
み 、
「

殿

前
生
桂
樹」

に
相
当
す
る
「
霊
芝
篇」

は 、

本
辞
に
よ
く

似
た
「

霊

芝

玉
地
に
生
ず」

と
い
う
旬
か
ら
歌
い
起
こ
さ
れ
て
い
る 。

ま
た 、

「
漢
吉
昌」

に
よ
る
「
大
魏
篇」

は 、

結
び
の
旬
「
賞
賜
累
千
億 、

百
官
並
富
昌
（
賞
賜
は
千
億
を
累
ね 、

百
官
は
並
び
に
富
昌
な
り）」

が 、
「

漢」

の
「
吉
昌」

を
称
揚
す
る
の
で
あ
ろ
う
本
辞
を
髪
龍
と

さ
せ 、
「

狡
兎」

に
よ
る
「
孟
冬
篇」

に
は 、

文
字
通
り

「

狡
兎」

(
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と
い
う
語
が
登
場
す
る 。

そ
し
て 、

も
う一
っ
注
目
し
た
い
の
は 、

こ
の
「

鷲
舞
歌」

五
篇

が
曹
植
の
封
国
で
実
際
に
演
奏
さ
れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る 。

前
章

で
も
触
れ
た
と
お
り 、

彼
は
常
に
監
国
謁
者
の
監
視
下
に
置
か
れ
て

い
た
の
で 、

真
正
面
か
ら
の
体
制
批
判
は
ま
ず
無
理
で
あ
る 。

だ
が 、

理
不
尽
な
状
況
へ
の
や
り

場
の
な
い
怒
り
は 、

ど
う
し
て
も
言
葉
の

端
々
に
現
れ
出
よ
う 。

だ
か
ら
こ
そ 、

こ
れ
を
宮
中
の
黄
門
鼓
吹
に

演
奏
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
る
は
ず
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が 、

自
国

で
上
演
さ
せ
る
歌
辞
に
し
て
も 、

そ
れ
ら
は
逐一
文
帝
曹
不一
に
密
告

さ
れ
る
の
で
あ
る 。

そ
う
し
た
状
況
下
で 、

は
た
し
て
本
辞
を
無
視

し
た
独
自
の
歌
辞
を
作
り 、

そ
の
思
い
を
直
接
的
に
表
出
す
る
こ
と

が
可
能
な
も
の
で
あ
ろ
う
か 。

曹
植
の
「

贅
舞
歌」

が
実
際
に
演
奏

さ
れ
た
と
い
う
事
実
は 、

彼
の
置
か
れ
た
環
境
を
考
え
合
わ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て 、

そ
れ
が
漢
代
の
歌
辞
を
か
な
り

忠
実
に
踏
襲
す
る
の

で
あ
ろ
う
こ
と
の 、

間
接
的
な
論
拠
と
な
る
だ
ろ
う 。

な
お 、

曹
植

の
こ
の
作
品
群
は
唯一

、

漢
・

魏
・

晋
王
朝
の
そ
れ
と
は
異
な
る
順

序
で
並
べ
ら
れ 、
「

章
和
二
年
中」

に
拠
る
「
聖
皇
篇」

を
そ
の
冒

頭
に
置
い
て
い
る 。

こ
の
編
集
が
も
し
曹
植
自
身
に
よ
っ
て
為
さ
れ

た
の
だ
と
す
る
な
ら
ば 、

そ
こ
に
彼
の
意
図
を
汲
み
取
る
こ
と
も
で

き
よ
う 。

五
篇
の
全
て
が
漢
代
整
舞
歌
辞
を
襲
う
も
の
で
あ
る
こ
と

を
示
唆
す
る
た
め
に 、

敢
え
て
そ
の
関
係
が
最
も
明
白
な
作
品
を
始

め
に
置
い
た
可
能
性
も
な
い
で
は
な
い 。

(7) 



前
述
の
と
お
り、

漢
代
の
「
整
舞
歌」

五
篇
は、

曹
植
の
作
品
を

通
し
て
復
元
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る。

中
で
も、
「
章
和
二
年
中」

に
次
い
で、

比
較
的
明
瞭
に
そ
の
姿
を
推
し
測
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
「
関
東
有
賢
女」
で
あ
ろ
う。
こ
の
本
辞
の
あ
り

様
を
探
る
べ
く、

こ
れ
を
踏
ま
え
る
曹
植
の
「
精
微
篇」
を
ま
ず
提
示
し
よ
う。

精
微
爛
金
石

精
微
は
金
石
を
も
爛
れ
し
め

至
心
動
神
明

至
心
は
神
明
を
も
動
か
す

杞
妻
哭
死
夫

杞
[
杞
梁]

の
妻
は
死
せ
し
夫
を
哭
し

梁
山
為
之
傾

梁
山
は
之
が
為
に
傾
く

子
丹
西
質
秦

子
丹
[
燕
太
子
丹]

は
西
し
て
秦
に
質
た
り

烏
白
馬
角
生

烏
は
白
く

馬
は
角
の
生
ぜ
り

鄭
羨
囚
燕
市

鄭
羨
（
術）
は
燕
の
市
に
囚
へ
ら
れ

し
ず
く

繁
霜
為
夏
零

繁
霜

夏
の
零
と
為
る

関
東
有
賢
女

関
東
に
賢
女
有
り

自
字
蘇
来
卿

自
ら
蘇
来
卿
と
字
す

壮
年
報
父
仇

壮
年
に
し
て
父
の
仇
に
報
い

身
没
垂
功
名

身
は
没
し
て
功
名
を
垂
る

女
休
逢
赦
書

女
休
は
赦
書
に
逢
ふ

ほ
と
ん

く
び

白
刃
幾
在
頸

白
刃
の
幾
ど
頸
に
在
る
と
き

倶
上
列
仙
籍

去
死
独
就
生

太
倉
令
有
罪

遠
徴
当
就
拘

自
悲
居
無
男

禍
至
無
与
倶

繰
榮
痛
父
言

荷
担
西
上
書

槃
桓
北
閾
下

泣
涙
何
漣
如

乞
得
井
姉
弟

没
身
購
父
躯

漠
文
感
其
義

肉
刑
法
用
除

其
父
得
以
免

弁
義
在
列
図

多
男
亦
何
為

―
女
足
成
居

簡
子
南
渡
河

津
吏
廃
舟
船

執
法
将
加
刑

倶
に
上
り
て
仙
籍
に
列
せ
ん
と
す
る
も

死
を
去
り
て
独
り

生
に
就
く」

太
倉
の
令
に
罪
有
り

と
ら
は

れ

遠
く

徴
せ
ら
れ
て
拘
に
就
く
に
当
た
り
て

む
す
こ

自
ら
悲
し
む

居
に
男
無
く

禍
の
至
り
て
与
に
倶
に
す
る
無
き
を

て
い

え
い

提
榮
は
父
の
言
を
痛
み

荷
担
し
て
西
し
て
上
書
す

北
闊
の
下
に
槃
桓
し
[
座
り

込
み]

泣
涙

何
ぞ
漣
如
た
る

乞
ひ
得
た
り

姉
弟
と
井
せ
て

身
を
没
し
て
父
が
躯
を
購
は
ん
こ
と
を

漠
文
[
前
漠
の
文
帝]

は
其
の
義
に
感
じ
て

も
っ

肉
刑

法
は
用
て
除
か
る

其
の
父
は
以
て
免
ぜ
ら
る
る
を
得

義
を
弁
ぜ
し
[
艇
榮]

は
列
図
に
在
り

男
多
き
も
亦
た
何
を
か
為
さ
ん

―
女

居
を
成
す
に
足
る」

簡
子
[
趙
簡
子]

南
の
か
た
河
を
渡
る
に

津
吏

舟
船
を
廃
す

法
を
執
り
て
将
に
刑
を
加
へ
ん
と
す
る
に

(8) 



女
娼
擁
櫂
前

妾
父
聞
君
来

将
渉
不
測
淵

畏
燿
風
波
起

祷
祝
祭
名
川

備
礼
饗
神
祇

為
君
求
福
先

不
勝
圏
祀
誠

至
令
犯
罰
殿

君
必
欲
加
誅

乞
使
知
罪
普

妾
願
以
身
代

至
誠
感
蒼
天

国
君
高
其
義

其
父
用
赦
原

河
激
奏
中
流

簡
子
知
其
賢

帰
聘
為
夫
人

栄
寵
超
後
先

弁
女
解
父
命

何
況
健
少
年

ゑ
ん

か
い

す
す

女
姐

櫂
を
擁
し
て
前
み
い
づ

妾
が
父
は
聞
く

君
の
来
た
り
て

将
に
不
測
の
淵
を
渉
ら
ん
と
す
る
を

風
波
の
起
ら
ん
こ
と
を
畏
燿
し

祷
祝
し
て
名
川
を
祭
る

じ
ん

ぎ

礼
を
備
へ
神
祇
を
餐
し
て

君
が
為
に
福
先
を
求
め

せ
う
し

た

圏
祀
の
誠
に
勝
へ
ず
し
て

か
た

罰
の
銀
き
を
犯
さ
し
む
る
に
至
る

君
は
必
ず
や
誅
を
加
へ
ん
と
欲
せ
ん

乞
ふ

罪
普
（
惹）
を
知
ら
し
め
よ

妾
願
は
く
は
身
を
以
て
代
は
ら
ん
こ
と
を

至
誠

蒼
天
を
感
ぜ
し
む

国
君

其
の
義
を
高
し
と
し

其
の
父
は
用
て
赦
原
せ
ら
る

「
河
激」

中
流
に
奏
せ
ら
れ

簡
子

其
の
賢
な
る
を
知
る

帰
婦
せ
ら
れ
て
夫
人
と
為
り

栄
寵

後
先
を
超
ゆ

弁
女

父
の
命
を
解
く

何
ぞ
況
ん
や
健
な
る
少
年
に
お
い
て
を
や」

黄
初
発
和
気

黄
初

和
気
を
発
し

明
堂
徳
教
施

明
堂

徳
教
施
さ
る

治
道
致
太
平

治
道

太
平
を
致
し

礼
楽
風
俗
移

礼
楽
も
て
風
俗
移
る

刑
錯
民
無
柾

刑
錯
（
措）

民
に
柾
[
冤
罪]

無
け
れ
ば

怨
女
復
何
為

怨
女
も
復
た
何
を
か
為
さ
ん

聖
皇
長
寿
考

聖
皇

長
寿
考

景
福
常
来
儀

景
福

常
に
来
儀
す

こ
の
作
品
は、

ま
ず
真
心
が
奇
跡
を
呼
び
寄
せ
た
人
物
の
例
と
し

て、

杞
梁
の
妻 、

燕
の
太
子
丹 、

陰
陽
家
の
鄭
術
を
挙
げ
る。

彼
ら

の
故
事
は
複
数
の
書
物
に
見
え
る
が、

後
漢
の
王
充
『
論
衡』
感
虚

篇
に
「
伝
書」

の
記
事
と
し
て
連
続
的
に
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら、

曹
植
が
依
拠
し
た
の
は
こ
の
「
論
衡」
で
あ
る
可
能
性
が
高
い

(
10)
 

だ
ろ
う 。

さ
て、

そ
の
上
で
説
き
起
こ
さ
れ
る
の
が、

漢
代
の
本
辞
に
も
示

さ
れ
て
い
た
関
東
の
賢
女
蘇
来
卿 、

更
に、

魏
の
左
延
年
の
楽
府
詩

「
秦
女
休
行」
（『
楽
府
詩
集」

巻
六一
）

に
詠
わ
れ
た
秦
氏一
族
の

む
す
め女

休
で
あ
る。

い
ず
れ
も、

我
が
身
の
危
険
を
も
顧
み
ず、

父
や

宗
家
の
た
め
に
仇
討
を
敢
行
し
た
義
侠
心
に
富
む
女
性
で
あ
る
が、

(

11
)
 

そ
の
詳
細
を
記
す
資
料
は
伝
わ
っ
て
い
な
い。

更
に、

段
落
を
改
め

て
語
ら
れ
る
の
は、

前
漢
の
太
倉
令
の
女
提
榮
（「
列
女
伝」

弁
通

(9) 



伝） 、

次
い
で
春
秋
時
代
晋
の
渡
し
守
の
女
娼
（
同
上）

で
あ
る 。

彼
女
た
ち
も 、

知
恵
を
絞
り 、

弁
舌
を
ふ
る
っ
て 、

父
を
窮
地
か
ら

救
い
出
し
た
勇
気
凛
凛
た
る
孝
女
で
あ
る 。

そ
し
て 、

こ
う
し
た
故
事
を
語
り
つ
く
し
た
末
の
八
旬
は 、

文
帝

曹
不一
の
治
め
る
黄
初
年
間
（
ニ
ニ
0
|-―

二
六） 、

激
烈
な
孝
女
た

ち
も
要
し
な
い 、

天
下
泰
平
の
法
治
体
制
が
実
現
し
た
こ
と
へ
の
祝

辞
で
あ
る 。

勇
敢
な
女
性
た
ち
を
あ
れ
ほ
ど
賛
美
し
て
お
き
な
が
ら 、

彼
女
た
ち
の
存
在
を
無
化
し
て
ま
で
も 、

そ
の
統
治
の
す
ば
ら
し
さ

を
褒
め
称
え
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か 。

ま
た 、

冒
頭
を
飾
る
赤
心

に
よ
っ
て
天
地
神
明
を
も
動
か
し
た
者
た
ち
の
故
事
は 、

こ
の
結
び

の
祝
辞
と
ど
う
繋
が
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か 。

こ
う
し
た
翻
顧
は 、

詩
人
の
目
に
映
じ
た
真
実
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
端
緒
と
な
る
だ
ろ

う 。
「
黄
初 、

和
気
を
発
す」

と
詠
じ
な
が
ら
も 、

そ
の
実 、

冤
罪

を
被
り 、

そ
の
無
念
を
睛
ら
す
べ
く

誠
心
を
示
し
た
い
と
願
う
者
た

ち
で
あ
ふ
れ
か
え
る
こ
の
世
の
現
実
を 、

彼
は
こ
こ
に
ほ
の
め
か
そ

う
と
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い 。

以
上 、

作
品
の
構
成
に
沿
っ
て
内
容
を
見
て
き
た
が 、

こ
の
歌
辞

で
特
に
注
目
し
た
い
の
は 、

ま
ず
羅
列
さ
れ
た
女
性
た
ち
の
故
事
が 、

上
述
の
と
お
り

割
合
通
俗
的
な
雰
囲
気
を
纏
っ
て
い
る
こ
と 、

そ
し

て 、

そ
れ
ら
は
多
く

他
の
歌
謡
や
芸
能
と
の
間
に
関
連
性
を
持
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る 。

す
な
わ
ち 、

杞
梁
の
妻
は 、

古
詩
「
西

北
有
高
楼」
（「
文
選」

巻
二
九）

に
「
誰
能
為
此
曲 、

無
乃
杞
梁
妻

（
誰
か
能
＜

此
の
曲
を
為
さ
ん 、

乃
ち
杞
梁
の
妻
な
る
無
か
ら
ん

や）」

と
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら 、

彼
女
を
テ
ー

マ
と
す
る
音

楽
の
存
在
が
推
し
測
ら
れ 、

秦
氏
の
女
休
は 、

左
延
年
の
楽
府
詩
に

詠
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
前
述
の
と
お
り
で
あ
る 。

ま
た 、

太
倉
令
の

女
繰
榮
は 、

班
固
の
い
わ
ゆ
る
「
詠
史
詩」
（「
古
詩
紀」

巻
三）

に

詠
わ
れ
て
い
る
が 、
『
文
選」

巻
三
六
・

王
融
「
永
明
九
年
策
秀
才

(
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文
五
首」

其
三
の
李
善
注
は
こ
れ
を
「
歌
詩」

と
し
て
引
く
こ
と 、

及
び
「
詩
品」

序
に
「
質
木
無
文
（
質
木
に
し
て
文
無
し）」

と
評

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て 、

こ
の
作
品
は
当
時 、

詩
と
い
う
よ
り

も
歌
謡
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
判
断
さ
れ
る 。

渡

し
守
の
女
姐
に
つ
い
て
は 、

彼
女
が
趙
簡
子
の
た
め
に
船
上
で
歌
っ

た
「
河
激」

は 、

前
漠
時
代
に
盛
行
し
た 、
「
楚
辞』

九
歌
に
発
祥

(
13)
 

す
る
九
歌
型
歌
謡
と
い
う
様
式
を
取
っ
て
お
り 、

そ
こ
か
ら
推
す
と 、

あ
る
い
は
こ
の
一
連
の
や
り

取
り
は 、

実
際
に
演
じ
ら
れ 、

そ
の
中

で
こ
の
歌
曲
が
歌
わ
れ
た
可
能
性
も
十
分
に
考
え
得
る 。

そ
れ
で
は 、

こ
の
「
精
微
篇」

の
本
辞
「
関
東
有
賢
女」

は
ど
の

よ
う
な
歌
辞
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か 。

ま
ず 、

こ
の
題
目
か
ら
蘇
来
卿

の
故
事
が
詠
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で 、

少
な
く
と
も
こ
う
し

た
孝
女
た
ち
の
物
語
を
題
材
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
は
断
定
で
き

よ
う 。

そ
し
て 、

複
数
の
歴
史
的
故
事
を
連
ね
て
詠
ず
る
様
式
も 、

( 10) 



曹
植
の
「
贅
舞
歌」

五
篇
の
中 、
「
精
微
篇」

と
同
様
に 、

多
く

の
歴
史
的
故
事
を
列
挙
す
る
の
が
「
霊
芝
篇」

で
あ
る 。

こ
の
歌
辞

に
詠
わ
れ
た
孝
子
故
事
を 、

現
存
す
る
代
表
的
か
つ
早
期
の
出
典
資

料
と
と
も
に
示
し
て
み
れ
ば 、

ま
ず 、

頑
迷
な
父
と
口
や
か
ま
し
い

母
に
孝
養
を
尽
く
し
た
虞
舜
（『
尚
書」

党
典） 、

年
齢
が
七
十
を
超

え
な
が
ら
幼
児
の
ご
と
き
な
り
で
親
を
喜
ば
せ
（『
初
学
記」

巻
一

七
引
「
孝
子
伝」

等 、

現
存
資
料
で
は
老
莱
子
の
逸
話） 、

年
老
い

た
母
の
笞
に
痛
み
を
覚
え
な
く
な
っ
た
と
す
す
り

泣
い
た
韓
伯
喩

(「
説
苑」

建
本
篇）
の
逸
話
が
挙
げ
ら
れ
る 。

次
い
で 、

亡
き
親
を

四

曹
植
の
独
創
で
は
な
く 、

本
辞
に
す
で
に
備
わ
っ
て
い
た
と
見
る
の

が
妥
当
だ
ろ
う 。

前
述
の
と
お
り 、

曹
植
は
こ
の
作
品
に
も
微
量
の

毒
を
含
ま
せ
て
い
る
と
感
受
さ
れ
る
が 、

そ
れ
が
咎
め
を
引
き
寄
せ

な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は 、

漢
代
の
歌
辞
を
な
ぞ
っ
て
見
せ
る
こ

と
が
有
効
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る 。

こ
う
し
て
み
る
と 、

漢
代
竪
舞
歌
辞
「
関
東
有
賢
女」

の
中
核
部
分
は 、

民
間
の
女
性
た

ち
の
義
勇
を
畳
み
掛
け
て
詠
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
よ
う 。

そ
し
て 、

先
に
も
示
し
た
よ
う
に 、

そ
う
し
た
女
性
た
ち
の
故
事
は 、

漢
魏
の
時
代 、

し
ば
し
ば
歌
舞
音
曲
と
と
も
に
演
じ
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
っ
た 。

模
し
た
木
像
に
仕
え 、

こ
れ
を
陵
辱
し
た
隣
人
を
殺
し
て
罪
に
問
わ

れ
た
が 、

木
像
が
血
の
涙
を
流
す
と
い
う
奇
跡
に
よ
り

釈
放
さ
れ
た

丁
蘭
の
故
事
（『
初
学
記」

巻
一
七
引
孫
盛
『
逸
人
伝」） 、

貧
窮
の

中
で
自
ら
奴
隷
と
な
っ
て
父
を
手
厚
く

養
っ
て
い
た
董
永
が 、

彼
の

至
徳
に
感
じ
た
天
よ
り

神
女
を
遣
わ
さ
れ 、

彼
女
の
機
織
に
よ
っ
て

苦
境
か
ら
救
い
出
さ
れ
た
と
い
う
逸
話
（「
太
平
御
覧」

巻
四
一
―

引
劉
向
「
孝
子
図」）

が
続
く 。

更
に 、

歌
辞
の
末
尾
に
付
せ
ら
れ

た
乱
に
は 、

孔
子
の
弟
子
で 、

孝
で
知
ら
れ
る
曹
参
や
閲
子
賽
の
名

も
挙
が
っ
て
い
る 。

こ
う
し
た
内
容
の
故
事
の
羅
列
は 、

本
辞
で
あ

る
「
殿
前
生
桂
樹」

に
も
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う 。

さ
て 、

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は 、

こ
の
歌
辞
に
散
り
ば
め
ら
れ
た

孝
子
た
ち
は 、

し
ば
し
ば
漢
代
の
墓
壁
を
飾
る
画
像
石
に
も
描
か
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
だ 。

よ
く

知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は 、

清
朝

の
乾
隆
五
一
年
（一
七
八
六）

に
山
東
省
嘉
祥
県
か
ら
出
土
し 、

糧

中
溶
（一
七
六
九
ー一

八
四
四）

に
よ
っ
て
そ
の
内
容
の
詳
細
が
明

(
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ら
か
に
さ
れ
た
武
梁
祠
の
画
像
石
に
は 、

上
述
の
孝
子
た
ち
が
全
員

そ
の
姿
を
見
せ
て
い
る 。

筆
者
は
先
に 、

同
じ
く

画
像
石
に
頻
見
す

る
歴
史
故
事
の
中
で
も
特
に
「
荊
朝
刺
秦
王」
「
二
桃
殺
三
士」

に

注
目
し 、

そ
れ
ら
が
漢
代
の
宴
席
で
行
わ
れ
て
い
た
語
り

物
文
芸
で

(

16
)
 

あ
る
可
能
性
を
論
じ
た
こ
と
が
あ
る 。

ひ
る
が
え
っ
て 、

曹
植
「
霊

芝
篇」

に
詠
じ
ら
れ
た
孝
子
た
ち
も
画
像
石
の
常
連
で
あ
っ
た 。

そ

( 1 1 )  



し
て、

曹
植
の
「
整
舞
歌」

五
篇
は、

実
際
に
彼
が
封
ぜ
ら
れ
た
先

で
演
奏
さ
れ、

そ
れ
が
基
づ
い
た
渡
代
の
緊
舞
は、

本
稿
の
冒
頭
に

も
示
し
た
と
お
り、

漢
代
の
饗
宴
に
供
さ
れ
る
芸
能
で
あ
っ
た。
つ

ま
り、
「
霊
芝
篇」
と
そ
の
本
辞
の
中
心
テ
ー

マ
で
あ
る
孝
子
故
事
は、

漢
魏
の
時
代、

宴
席
と
い
う
場
に
非
常
に
よ
く

馴
染
む
も
の
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
だ。

だ
と
す
れ
ば、

孝
子
の
物
語
そ
の
も
の
が、

荊

朝
や
三
勇
士
の
悲
劇
と
同
様 、

宴
席
で
語
ら
れ
て
い
た
可
能
性
も
十

分
考
え
ら
れ
よ
う。

ま
た、

少
し
迂
回
的
な
推
論
と
は
な
る
が、

曹
植
「
贅
舞
歌」
の

一
篇
「
孟
冬
篇」

に
い
う
「
張
目
決
砦 、

髪
怒
穿
冠
（
目
を
張
り

ま
な
じ
り

皆
を
決
し
て、

髪
は
怒
り
て
冠
を
穿
つ）」

は、

た
と
え
ば、

か
の

鴻
門
の
会
の
名
場
面
に
見
え
る
喚
噌
の
描
写
「
眼
目
視
項
王、

頭
髪

い

か
ら

上
指 、

目
皆
尽
裂
（
目
を
眼
せ
て
項
王
を
視 、

頭
髪
は
上
に
指
し、

ま
な
じ
り

目
砦
は
尽
く

裂
く）」

（「
史
記
」

巻
七
•

項
羽
本
紀） 、

あ
る
い
は
先

に
も
触
れ
た
荊
朝
が
秦
に
向
け
て
出
立
す
る
場
面
の
「
士
皆
曝
目、

髪
尽
上
指
冠
（
士
は
皆
目
を
瞑
ら
せ、

髪
は
尽
く

上
の
か
た
冠
を
指

す）」
（
同
巻
八
六
．

剌
客
列
伝）
と
い
っ
た
表
現
を
想
起
さ
せ
る。

鴻
門
の
会
も
荊
朝
の
物
語
と
同
様 、

画
像
石
に
描
か
れ
る
題
材
で
あ

る。

だ
と
す
る
と、
「
孟
冬
篇」

も
ま
た、

当
時
の
宴
席
で
行
わ
れ

て
い
た
演
芸
の
有
り

様
を、

そ
の
歌
辞
に
詠
い
込
ん
で
い
る
可
能
性

が
高
い。

以
上
を
要
す
る
に、

漢
代
競
舞
歌
辞
は、

曹
植
「
贅
舞
歌」

五
篇

が
そ
の
内
容
と
表
現
を
忠
実
に
襲
っ
て
お
り、

そ
れ
は
当
時
の
宴
席

文
芸
の
実
態
を
よ
く

再
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う。

な
お、

魏
の
文
帝
曹
不一
は、

あ
れ
だ
け
多
く
の
楽
府
詩
を
作
っ
て

い
な
が
ら、

こ
の
舞
曲
の
歌
辞
に
は
手
を
染
め
た
形
跡
が
な
い。
あ

る
い
は
漢
の
古
辞 、

と
り
わ
け
「
章
和
二
年
中」
の
内
容
に
自
身
の

所
業
を
重
ね
て
見
な
い
わ
け
に
は
い
か
ず、

こ
れ
を
避
け
た
の
か
も

し
れ
な
い。

そ
の
後 、
不一
の
子、

明
帝
曹
叡
の
時
代
に
な
っ
て、

「
関
東
有
賢
女」

に
基
づ
く
「
明
明
魏
皇
帝」 、
「
章
和
二
年
中」

に

拠
る
「
太
和
有
聖
帝」
と
い
っ
た
新
辞
が
作
ら
れ
た
が、

こ
う
し
た

題
名
か
ら
類
推
で
き
る
よ
う
に、

そ
れ
は
も
は
や
漢
代
驚
舞
歌
辞
の

原
型
を
ほ
と
ん
ど
留
め
ぬ
替
え
歌
で
あ
っ
た
だ
ろ
う。

他
方 、

置
か

れ
た
環
境
の
特
殊
な
閉
塞
状
況
か
ら、

敢
え
て
漢
代
の
本
辞
に
寄
り

添
う
か
た
ち
を
と
っ
た
の
が
曹
植
「
竪
舞
歌」

で
あ
る。

結
果 、

彼

の
こ
の
作
品
群
は、

失
わ
れ
た
漢
代
古
辞
を
非
常
に
よ
く

伝
え
る
資

料
と
な
っ
た。
そ
し
て、

浮
か
び
上
が
っ
た
漠
代
贅
舞
歌
辞
の
中
に、

私
た
ち
は
当
時
の
宴
の
有
り

様
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る。

お
わ
り
に

(12) 



注
(
1)

林
香
奈
「
曹
植
「
競
舞
歌」

小
考」
（「
日
本
中
国
学
会
創
立
五
十
年

記
念
論
文
集」
一
九
九
八
年、

汲
古
書
院）
は、

従
来
の
解
釈
を
網
羅

的
に
紹
介
し
た
上
で、

文
帝
曹
不一
の
仕
打
ち
に
対
す
る
悲
哀
の
情
や
諷

諌
の
意
を
読
み
と
る
の
で
は
な
い
方
向
で、

こ
の
作
品
を
解
釈
し
よ
う

と
模
索
し
て
い
る。

(
2)

林
前
掲
論
文、

及
び
趙
幼
文
『
曹
植
集
校
注」
(-
九
八
四
年、

人
民

文
学
出
版
社）
三
二
六
頁 。

(
3)

黄
節
『
曹
子
建
詩
注」
が
夙
に
指
摘
す
る。

(
4)

陳
の
釈
智
匠
『
古
今
楽
録」
（『
楽
府
詩
集』

巻
五
三
所
引）
は、

漢

の
「
贅
舞
歌」

五
篇
を
章
帝
の
作
と
す
る。

こ
れ
は、

鷲
舞
が
す
で
に

そ
の
原
型
を
失
っ
て
い
た
時
代
の、

章
和
と
い
う
年
号
が
章
帝
の
代
で

あ
る
こ
と
に
の
み
依
拠
し
た
推
測
で
あ
ろ
う。

(
5)

黄
節
前
掲
書
に
指
摘
す
る。

(
6)

黄
節
前
掲
書
に、

朱
緒
曾
「
曹
集
考
異』
を
引
い
て
指
摘
す
る。

(
7)

「
鼓
吹」

字、

も
と
「
故
事」

に
作
る。

今 、
「
楽
府
詩
集』

巻
五
三

引
「
宋
書』
楽
志
な
ど
に
よ
っ
て
改
め
る。

(
8)

黄
節
前
掲
書
は
「
先
帝」

を
魏
の
文
帝
曹
不一
と
見
る
が、

こ
の
解
釈

に
は
無
理
が
あ
る。

曹
植
の
「
精
微
篇」

に
「
黄
初
発
和
気」

と
あ
り、

少
な
く
と
も
本
作
品
の
成
立
は、

魏
文
帝
の
黄
初
年
間
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る。

(
9)
曹
植
の
「
大
魏
篇」
「
孟
冬
篇」

が
拠
っ
た
漠
代
輩
舞
歌
辞
に
つ
い
て、

前
掲
（
注
4)
の
「
古
今
楽
録」
に
「
案
ず
る
に
漠
曲
に
は
漠
吉
昌
・

狡
兎
の
二
篇
無
し、

疑
ふ
ら
く
は
楽
久
長
・

四
方
皇

是
な
り」

と
い

う。
「
宋
書」

楽
志
四
に
よ
る
と、
「
楽
久
長」

は
魏
の
「
魏
暦
長」

及

び
晋
の
「
景
皇
帝」

に、
「
四
方
皇」
は
魏
の
「
天
生
照
民」

及
び
晋
の

「
大
晋
篇」
に
相
当
し、

収
録
さ
れ
た
晋
の
歌
辞
を
見
る
に、

唯一
四
言

を
主
体
と
し
て
最
後
に
五
言
句
が
続
く
一
大
晋
篇」

が、

曹
植
一
孟
冬

篇」

の
様
式
と一
致
す
る。

よ
っ
て、
「
孟
冬
篇」
の
本
辞
「
狡
兎」
は、

漢
代
の
「
四
方
皇」

で
あ
る
と
見
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う。

(
10)
黄
節
前
掲
書
に
指
摘
す
る。

(
11)

秦
氏
の
女
休
に
つ
い
て
は、

葉
文
挙
「「
秦
女
休
行」
本
事
考」
（「
古

籍
整
理
研
究
学
刊」
二
0
0
六
年
第一
期）
が、

後
漢
後
期
の
緞
氏
の

女
玉
と
推
論
し
て
い
る。

(
12)
吉
川
幸
次
郎
「
班
固
の
詠
史
詩
に
つ
い
て」
（
初
出
は
「
神
田
博
士
還

暦
記
念
書
誌
学
論
集」
一
九
五
七
年、

平
凡
社 。
「
吉
川
幸
次
郎
全
集

6」
一
九
六
八
年、

筑
摩
書
房
に
収
載）
が
指
摘
す
る。

(
13)

藤
野
岩
友
「
巫
系
文
学
論
（
増
補
版）』
（一
九
六
九
年、

大
学
書
房 。

初
版
は一
九
五一
年）

所
収
「
神
舞
劇
文
学」

を
参
照 。

併
せ
て
拙
著

「
渡
代
五
言
詩
歌
史
の
研
究」
（
二
0一
三
年、

創
文
社）
の
第
二
章
第

二
節
第
三
項
を
参
照
さ
れ
た
い。

(
14)
「
中
国
画
像
石
全
集
1」

（
二
0
0
0
年、

山
東
美
術
出
版
社）

図
版

説
明
ニハ
頁
を
参
照 。

(
15)

閤
中
溶
著
・

劉
承
幹
校
「
漢
武
梁
詞
画
像
考」
（
二
0
0
四
年、

北
京

図
書
館
出
版
社）
を
参
照 。

(
16)

拙
論
「
漠
代
画
像
石
と
語
り

物
文
芸」
（『
中
国
文
学
論
集」
第
四
三
号 、

二
0一
四
年）
を
参
照
さ
れ
た
い。

（
県
立
広
島
大
学）
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