
靈

妙

な

る

長

江

i

郭
璞

「江
賦
」
の
表
現
と
世
界
認
識
l
l

大

卆

幸

代

は
じ
め
に

「江
賦
」
と
は
、
そ
の
名

の
と
お
り
、
長
江
を
う
た

っ
た
賦
で
あ
る
が
、
現
存

の
賦
作
品
を
見
る
限
り
、
郭
璞
以
前
に
長
江
を
主
題
に
し
た
も
の
は
な
い
。
そ
れ

以
前
は
、
黄
河
や
洛
水
か
も

っ
ぱ

ら
賦
の
題
材
と
さ
れ
て
い
た
の
て
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
東
晉
成
立
を
境
に
、
詩
賦

の
創
作
の
場
か
北
か
ら
南
に
移

っ
た
の
た
か
ら
、

長
江
を
う
た
う
賦
か
あ
ら
わ
れ
た

の
も
、
な
ん
ら
不
思
議
て
は
な
い
。
た
か
、
そ

れ
は
單
に
題
材
か
北
方

の
風
物
か

ら
南
方
の
風
物
に
移

っ
た
と
い
う
た
け
た
ろ
う

か
。
目
の
前
に
流
れ
る
川
か
黄
河

か
ら
長
江
に
變
わ

っ
た
と
き
、
そ
の
新
た
な
題

材
を
詩
人
か
い
か
に
受
け
止
め
、
表
現
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
點
に
は
も

っ
と
庄

意
を
は
ら

っ
て
も
い
い
の
て
は
な
い
た
ろ
う
か
。

本
稿
は
、
〈長
江
〉
と
い
う
素
材
、
〈東
晉
中
興
〉
直
前
の
時
期
、
〈郭
璞
〉
と

い
う
詩
人
、

こ
の
三
者
か
と
の
よ
う
に
關
わ
り
あ

っ
て

「
江
賦
」
と
い
う
作
品
を

ハ
ユ
ね

生
み
出
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
て
あ
る
。
「中
興
第

一
」

(『
詩
品
』
中
)
と
い
わ
れ
る
郭
璞

の
詩
賦
か
こ
の
時
代
の
文
學
創
作
の
あ
り
か
た

の

一
つ
の
典
型
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
聞
違
い
あ
る
ま
い
。
從

っ
て
、
中
興
と
い

う
事
件
と
郭
璞
と
の
出
會
い
か
ど

の
よ
う
に

「
江
賦
」

に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
を

探
る
こ
と
は
、
當
時

の
詩
人
と
肚
會
と
作
品
の
か
か
わ
り
方
を
示
す
好
箇
の
事
例

靈
妙
な
る
長
江

と
な
る
た
ろ
う
。
本
稿

て
は
ま
た
、
そ
う
い
っ
た
創
作
状
況
を
踏
ま
え
た
上

て
、

郭
璞
の
山
水
美
ひ
い
て
は
世
界
の
美
の
把
握
の
し
か
た
、
お
よ
ひ
そ
の
表
現
の
方

法
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
卜
者
と
し
て

『山
海
經
』
學
者
と
し
て

不
可
靦
の
世
界
を
追
求
し
た
郭
璞
か
、

一
方
て

「
江
賦
」
に
よ
っ
て
何
を
と
の
よ

う
に
表
現
し
た
の
か
を
論
し
て
み
た
い
の
て
あ
る
。
ま
た
こ
れ
は
、
「五
色
の
筆
」

の
傳
読
を
も

つ
郭
璞
か
、
「筆
」
に
よ

っ
て
何
を
な
そ
う
と
し
た
の
か
を
探
る
試

み
と
も
な
ろ
う
。

「
江
」
を
贊
美
す
る
と
い
う

こ
と

ー
1
東
晉
中
興
と
長
江
の
美

さ
て
、
「江
賦
」
に
つ
い
て
、
宋
の
何
法
盛

『晉
中
興
書
』
(『
文
選
』
卷

一
二

「
江
賦
」
李
注
引
)
に
は
こ
う
い
う
。

璞
以
中
興
王
宅
江
外
、
乃
著
江
賦
、
述
川
漬
之
美
。

郭
璞
は
中
興

の
王

(司
馬
睿
)
か
長
江
の
南
に
居
を
定
め
た
の
て
、
江
賦
を

著
し
、
川
漬

の
美
を
述

へ
た
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
郭
璞
の

「
江
賦
」
執
筆
は
、
の
ち
の
東
晉
の
元
帝
、
司
馬
睿

の

江
南
遷
居
と
密
接
な
關
わ
り
を
も

つ
と
い
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
記
事
に
の
っ
と

っ

て
、
二
つ
の
問
題
を
設
定
し
て
み
た
い
。

一
つ
は
、
長
江
の
美
を
述
へ
る
こ
と
と

四
五
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司
馬
睿
、
ひ
い
て
は
東
晉
中
興
と

の
關
係
、
も
う

一
つ
は
、
そ
の

「美
」
と
は
如

何
な
る
も
の
か
と
い
う
點
て
あ
る
。

ま
す
は
、
山
水

の

「美
」
の
受

け
と
め
方
に
つ
い
て
簡
單
に
確
認
し
て
お
こ
う
。

少
し
目
を
先
に
轉
じ
て
、
東
晉
も
中
期
以
降
に
な
る
と
、
山
林
に
分
け
入
り
、
そ

  
ロ

の
美
を
樂
し
む
こ
と
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
當
時
の

山
水
遊
覽
は
、
い
わ
ゆ
る
玄
理
に
到
達
す
る
こ
と
を
窮
極
の
目
的
と
す
る
も
の
で

あ

っ
て
、
山
水
の
美
そ
の
も
の
を
樂
し
む
こ
と
か
主
眼
で
は
な
い
。
た
た
、
山
水

の
中
に
美
し
さ
を
認
め
、
そ
こ
に
目
と
心
を
遊
ば
せ
る
過
程
を
重
視
す
る
姿
勢
は
、

確
か
に
江
南
に
お
け
る
山
水
美

の
發
見
と
い

っ
て
よ
い
た
ろ
う
。
だ
か
、
少
し
時

代
を
遡

っ
た
東
晉
中
興
の
前
後
、
す
な
わ
ち

「
江
賦
」
か
創
作
さ
れ
た
頃
、
北
來

の
詩
人
た
ち
は
は
た
し
て
南
方

の
山
水
を
美
の
對
象
と
し
て
眺
め
た
だ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
東
晉
の
中
興
は
、
西
晉
滅
亡
と
い
う
強
い
衝
撃
の
な
か
か
ら
は
し
ま
っ

た
。
ま
し
て
、
大
多
數
の
士
人
は
北
方
の
住
み
慣
れ
た
土
地
を
追
わ
れ
、
こ
れ
ま

で
輕
覗
し
て
き
た
江
東
に
移
り
住
ん
た
は
か
り
て
あ
る
。
と
す
れ
は
、
江
南
か
い

か
に
風
光
明
媚
な
土
地
で
あ
ろ
う
と
も
、
西
晉
の
末
に
江
を
渡

っ
た
北
人
は
、
そ

の
風
景

に
少
な
か
ら
ぬ
違
和
感
を
覺
え
た
に
違
い
な
い
。
『晉
書
』
卷
六
五
王
導

 ヨ
ロ

傳
は
、
そ
の
樣
子
を

つ
ぎ
の
よ
う

に
傳
え
る
。

過
江
人
士
、
毎
至
暇
日
、
相

要
出
新
亭
飮
宴
。
周
顕
中
坐
而
歎
日
、
「風
景

不
殊
、
擧
目
有
江
河
之
異
」
。
皆
相
靦
流
涕
。
惟
導
愀
然
變
色
日
、
「當
共
勠

力
王
室
、
克
復
禪
州
、
何
至
作
楚
囚
相
封
泣
邪
」
。
衆
收
涙
而
謝
之
。

長
江
を
渡

っ
た
人
々
は
、
休

日
の
た
び
に
誘
い
合

っ
て
新
亭
て
酒
宴
を
ひ
ら

い
た
。
周
顕
は
宴
の
孚
は
に
嘆
息
し
て
こ
う
言

っ
た
。
「風
と
日
の
光
は
變

わ
ら
な
い
か
、
と
こ
を
見

て
も
大
河
の
違
い
か
目
に
入
る
」。
み
な
、
顔
を

見
合
わ
せ
て
涙
を
流
し
た
。
た
だ
王
導
だ
け
は
顔
色
を
變
え
色
を
な
し
て
こ

う
言

っ
た
。
「
と
も
に
力
を
王
室

の
た
め
に
盡
く
し
て
、
中
原
を
回
復
す

べ

四
亠ハ

き
だ
。
ど
う
し
て
楚
の
囚
人
の
よ
う
に
な
っ
て
、
向
か
い
合

っ
て
泣
い
て
い

た
り
し
て
よ
か
ろ
う
か
」
。
み
な
は
涙
を
と
と
め
て
謝

っ
た
。

本
來
、
北
人
に
と

っ
て
、
江
南
は
蠻
族
の
地

て
し
か
な
く
、
長
江
は
域
外
を
象

徴
す
る
も
の
た

っ
た
。
例
え
ば
、
左
思

「呉
都
賦
」
は
長
江
流
域
の
す
ば
ら
し
さ

を
迹

べ
る
が
、
そ
れ
も
魏
國
先
生

(「魏
都
賦
」)
に
か
か
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
あ

り
さ
ま
で
あ
る
。

正
位
居
體
者
、
以
中
夏
爲
喉
、
不
以
邊
垂
爲
襟
也
。
長
世
字
虻
者
、
以
道
徳

爲
藩
、
不
以
襲
險
爲
屏
也
。
:

・・況
河
冀
之
爽
壇
、
與
江
介
之
湫
嵋
。

正
し
い
位
置
に
い
て
そ
の
分
を
わ
き
ま
え
た
君
子
は
、
中
華
を
樞
要
と
し
て
、

邊
境
を
重
靦
し
ま
せ
ん
。
世
の
頂
點
に
立
ち
民
を
養
う
も
の
は
、
道
徳
を
守

り
の
垣
根
と
し
、
險
阻
な
地
勢
を
盾
と
は
し
ま
せ
ん
。

ま
し
て
や
、
黄

河
流
域
の
冀
州

の
か
ら

っ
と
し
て
清
々
し
い
高
地
と
、
長
江
沿
岸
の
せ
せ
こ

ま
し
い
低
濕
地
と

て
は
比

へ
も
の
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
。

江
を
目

の
前
に
し
た
兩
晉
交
替
期
の
北
來
士
人
た
ち
に
も
、
魏
國
先
生

の
よ
う
な

見
方
か
根
強
く
殘

っ
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
よ
う
。
少
な
く
と
も
わ
か

都
と
し
て
手
放
し
て
贊
美
す
る
こ
と
は
て
き
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。

で
は
、
郭
璞
は
な
ぜ
率
先
し
て

「江
」
を
贊
美
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、

「
江
賦
」
か
、
長
江
の
、
ひ
い
て
は
江
南
に
居
を
構
え
る
司
馬
睿

へ
の
讚
歌
に
な

り
う
る
の
は
な
ぜ
た
ろ
う
か
。
こ
の
點
に
關
し
て
、
蓮
鎭
標
氏
は
長
江
を

「
正
宗

華
夏
文
化
的
象
徴
」
と
み
な
し
、
「
江
賦
」
創
作
は
東
晉
が
華
夏
文
化

の
擔
い
手

 る
 

で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
た

っ
た
と
見
る
。
な
る
ほ
と
東
晉
中
興
の
正
當
性
を
示

す
た
あ
と
い
う
點

に
は
う
な

つ
け
る
か
、
し
か
し
、
長
江
を

一
足
飛
び
に
中
華
の

象
徴
と
見
な
す
に
は
無
理
か
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
興
膳
宏
氏
の

「江
左
の

建
康
に
都
し
た
東
晉
王
朝
に
と

っ
て
、
南
方
の
自
然
を
代
表
す
る
江
の
流
れ
は
、

い
わ
ば
國
土
の
象
徴
と
し
て
の
役
割
を
も

っ
て
い
た
」
と
い
う
指
摘
の
方
か
穩
當



ハヨ
ロ

だ
ろ
う
。
だ
か
、
か
り
に
そ
う
た
と
し
て
も
、
本
來
は
邊
境
に
す
ぎ
な
い
江
南
の

地
を
ど
の
よ
う
に

「國
土
の
象
徴
」
と
し
て
稱
揚
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

「呉
都
賦
」
の
東
呉
王
孫
は
呉

の

「巨
麗
」
な
さ
ま
に
つ
い
て
お
國
自
慢
を
始

め
、
次
の
よ
う
に
述

へ
る
。

中
夏
比
焉
、
畢
世
而
罕
見
、
丹
青
圖
其
珍
璋
、
貴
其
寶
利
也
。
舜
禹
游
焉
、

沒
齒
而
忘
歸
、
精
靈
留
其
山
阿
、
翫
其
奇
麗
也
。

中
夏
の
地
を

こ
れ
と
比

へ
て
み
る
と
、
(茣
地

の
風
物
の
よ
う
な
も
の
は
)

一
生
の
う
ち
に
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
か
て
き
ま
せ
ん
。
繪
に
そ
の
珍
し
く
美

し
い
さ
ま
を
描
く
の
は
、
そ

の
珍
寶
を
尊
ぶ
が
た
め
て
す
。
舜
や
禹
は
こ
こ

に
遊
び
、
絡
生
歸
る
こ
と
を
忘
れ
ま
し
た
。
精
靈
が
山
の
く
ま
に
留
ま
る
の

は
、
そ
の
奇
異
て
壯
麗
な
さ
ま
を
賞
玩
す
る
た
め
て
す
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
呉
國
か
誇
る
も

の
は
異
國
情
緒
あ
ふ
れ
る
美
麗
な
る
景
觀
や
珍

寶
て
あ
る
。
そ
れ
ら
は
確
か
に
耳

目
を
悗
は
せ
る
に
足
る
も
の
た
か
、
そ
れ
ら
か

珍
奇
で
あ
れ
は
あ
る
ほ
ど
中
原
か
ら
離
れ
た
蠻
夷
の
地
て
あ
る
こ
と
を
彊
調
す
る

こ
と
に
も
な
る
。
郭
璞
が
こ
の
手

法
を
踏
襲
す
れ
は
、
自
身
の
博
學
と
美
文
を

つ

づ
る
才
を
顯
示
す
る
こ
と
は
て
き
る
た
ろ
う
か
、
長
江
流
域
は
依
然
と
し
て
中
夏

に
對
す
る
域
外

の
ま
ま
と
な
る
た
ろ
う
。
實
の
と
こ
ろ
、
「江
賦
」
と

「呉
都
賦
」

の
長
江
を
敍
述
し
た
部
分
に
は
類
似
し
た
表
現
が
多
く
、
と
ち
ら
に
も
、
『山
海

經
』
に
出
て
く
る
よ
う
な
奇
異
な
動
植
物
、
『楚
辭
』

に
詠
わ
れ
る
女
神
な
ど
か

蓮
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
て
あ
り
な
か
ら

「
江
賦
」
か
司
馬
睿

へ
の
讃
歌
と

な
っ
て
い
る
の
は
ど
う
い
う
わ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
は

「
江
賦
」
の
結

び
に
示
さ
れ
て
い
る
。

煥
大
塊
之
流
形
、
混
萬
盡
於

一
科
。
保
不
虧
而
永
固
、
稟
元
氣
於
靈
和
。
考

川
漬
而
妙
觀
、
實
莫
著
於
江
河
。

大
自
然
が
萬
物

の
形
を
作
り
出
す
さ
ま
を
明
ら
か
に
し
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を

靈
妙
な
る
長
江

そ
の
流
れ
の
中
に
混
入
す
る
。
缺
け
る
こ
と
な
く
永
遠
で
、
元
氣
を
靈
和
の

う
ち
に
受
け
る
。
川
濱

の
妙
觀
を
考
え
て
み
る
に
、
ま
こ
と
に
長
江
よ
り
す

ハヒ
ソ

ば
ら
し
い
も
の
は
な
い
。

こ
こ
に
端
的
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「江
賦
」
は
長
江
の
覗
覺
的
に
と
ら

え
ら
れ
る

「奇
麗
」
な
部
分

て
は
な
く
、
そ
の
根
底
に
あ
る
氣
の
靈
性
を
主
眼
に

詠
し
た
も
の
た
と
言
え
よ
う
。

な
お

「
和
」
氣
と
は
、
『捜
紳
記
』
卷

一
二
に

「中
土
多
聖
人
、
和
氣
所
交
也

(中
國
に
聖
人
か
多
い
の
は
、
和
合
の
氣
か
交
わ
っ

て
い
る
か
ら
て
あ
る
)」
と
い
う
よ
う
に
、
聖
人

の
い
る
べ
き
場
所
を
暗
示
す
る
。

郭
璞
は

「奥
都
賦
」
(特
に
長
江
流
域
の
風
物
)

の
描
冩
の
し
か
た
を
踏
襲
し
な

か
ら
も
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
結
論
に
お
い
て
、
大
き
く
方
向
を
轉
換
し
た

の
て
あ
る
。

て
は
、
靈
和
の
氣
を
受
け
た
長
江
は
ど
の
よ
う
な
世
界
だ
と
認
識
さ
れ
る
の
だ

ろ
う
か
。
こ
の
點
に
つ
い
て
は
、
次
章
の

「江
賦
」

の
分
析
の
中
て
論
し
る
こ
と

に
し
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、

こ
の
よ
う
な
靈
性
を
も

つ

「
江
」
の
イ
メ
ー
シ
か
中
興

を
保
證
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
『
晉
書
』

卷
七
二
郭
璞
傳
に
は
こ
う
い
う
。

璞
著
江
賦
、
其
辭
甚
偉
、
爲
世
所
稱
。
後
復
作
南
郊
賦
、
帝
見
而
嘉
之
、
以

爲
著
作
佐
郎
。

郭
璞
が

「江
賦
」
を
作
る
と
、
そ
の
言
葉
か
非
常
に
す
ぐ
れ
て
い
た
の
て
、

人
々
の
稱
贊
を
あ
び
た
。
そ
の
後
、
さ
ら
に

「南
郊
賦
」
を
作

っ
た
と
こ
ろ
、

帝
か
こ
れ
を
み
て
襃
め
た
た
え
、
著
作
佐
郎
に
と
り
た
て
た
。

「
江
賦
」
と

「南
郊
賦
」
は
郭
璞

の
賦

の
雙
璧
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
言

っ
て

 て
ロ

よ
い
か
、
そ
の
評
價
は
必
す
し
も
文
學
的
成
就
に

つ
い
て
の
み
言
う
の
で
は
な
い

た
ろ
う
。

こ
こ
で
は
、
む
し
ろ
肚
會
的
效
果
に
庄
目
し
た
い
。
「南
郊
」
と
は
、

國
都
の
南
郊
て
天
子
か
天
を
祭
る

「郊
祀
」

の
場
所
を
指
す
。
そ
の
郊
祀
は
、
金

四
七
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子
修

一
氏
に
よ
る
と
、
曹
魏
や
西

晉
て
は
、
「
郊
祀
の
正
祭
が
皇
帚
の
親
祀
て
實

行
さ
れ
る
こ
と
は
、
餘
り
な
か

っ
た
」
か
、
「西
晉
末
か
ら
東
晉
初
期

に
か
け
て

は
、
前
例
の
な
い
立
太
子
時
の
告
天
も
含
め
て
、
天
の
親
祀
か
復
活
し
て
く
る
。

後
漢
末
同
樣
、
混
亂
期
の
政
冶
的

ア
ピ
ー
ル
と
し
て
郊
祀
の
有
效
性
か
再
度
見
直

さ
れ
た
の
て
あ
る
」
と
い
う
。
郭
璞
の

「南
郊
賦
」
は
司
馬
睿
即
位
翌
年
正
月
の

郊
祀
に
あ
た

っ
て
作
ら
れ
た
も
の
て
、
こ
の
と
き
の
郊
祀
は
ま
さ
に
東
晉
中
興
の

正
當
性
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
の

一
大
イ
ペ
ン
ト
だ

っ
た
に
違
い
な
い
。
郭
璞
は

ぞ
レ

そ
の
南
郊

の
場
所
を
占
い
、
ま
た

そ
の
賦
を
作

っ
た
の
て
あ
る
。
「南
郊
賦
」
は
、

今
と
な

っ
て
は
断
片
し
か
殘

っ
て
い
な
い
か
、
そ
の
き
ら
ひ
や
か
て
嚴
か
な
さ
ま

は
十
分

に
見
て
と
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
天
地
萬
物
の
漑
輻
を
受
け
即
位
す
る
元
帚

ロゆ
ソ

の
樣
子
か
莊
嚴
に
描
き
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
結
論
と
な
る
の
か
次
の

一
文
で

あ
る
。此

蓋
和
氣
旁
邇
、
玄
羅
贋
總
、
自
然
之
感
、
鼓
而
遂
動
。
(『初
學
記
』
巻

一

三
引
)

こ
れ
は
和
氣
か
あ
ま
ね
く
逋

し
、
目
に
は
み
え
な
い
天
網
か
ひ
そ
か
に
張
り

め
く
ら
さ
れ
、
自
然
の
感
應

が
、
鼓
舞
さ
れ
て
動
き
出
し
た
の
た
。

こ
う
し
て

「南
郊
賦
」
は
、
司
馬
睿
の
印
位
1

つ
ま
り
江
南
て
の
東
晉
中
興
l

I
か
こ
の
地
に
み
ち
て
い
る
和
氣

・
玄
羅
に
保
證
さ
れ
た
も
の
て
あ
る
こ
と
を
宣

言
す
る
こ
と
に
な
る
の
た
。
そ
れ

に
對
し
て
、
「
江
賦
」
は
直
截
に
中
興
の
瑞
禪

を
述

へ
た
も
の
て
は
な
い
。
だ
か
、
そ
こ
に
主
張
さ
れ
る
靈
和
の
氣
の
ゆ
き
わ
た

っ

た
江
南
の
美
か

「南
郊
賦
」

の
瑞

景
の
下
敷
き
に
な

っ
て
い
る
こ
と
は
十
分
考
え

ら
れ
よ
う
。

た
か
、
そ
れ
て
は
、
な
ぜ

「
江
」
の
賦
な
の
か
。
な
ぜ
よ
り
直
截
に
、
王
都
の

賦
の
よ
う
な
か
た
ち
て
表
現
し
な
か

っ
た
の
た
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
「
江
賦
」

か
で
き
た
當
時
の
司
馬
睿
の
根
據
地
建
康

一
帶
は
、
ま
た
わ
か
都
と
い
う
に
は
ほ

四
八

ど
遠
い
状
態
て
あ

っ
た
。
實
力

て
は
南
人
豪
族
に
も
及
は
す
、
名
目
上
で
も
西
晉

の

一
臣
下
に
す
き
な
い
。
王
都
を
築
く
準
備
は
進
ん
て
い
て
も
、
そ
れ
を
公
言
す

る
段
階
に
は
至

っ
て
い
な
い
。
從

っ
て
、
ま
す
そ
の
前
段
階
と
し
て
、
司
馬
睿
か

天
子
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
て
あ
る
こ
と
、
江
南
が
王
都
た
る

へ
き
場
所
て
あ

る
こ
と
を
示
す
必
要
か
あ

っ
た
。
「江
賦
」
か
荷

っ
た
の
は
ま
さ
に
そ
れ
を
暗
示

す
る
と
い
う
役
割
た

っ
た
の
て
は
あ
る
ま
い
か
。
「
江
賦
」

は
、
邊
境
の
イ
メ
ー

シ
を
拂
拭
し
、
長
江

(お
よ
び
そ
の
流
域
)
の
靈
和
の
氣
を
う
た
い
あ
げ
て
い
る
。

そ
の
意
義
は
王
都

の
賦
と
同
等
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
た
と
言
え
よ
う
。
先
に
も
ふ

れ
た
よ
う
に
、
「江
賦
」
は
、
「南
郊
賦
」
や
の
ち
に
作
ら
れ
た
王
都
の
賦
の
土
臺

と
し
て
も
大
き
な
意
味
を
持

っ
た
に
違
い
な
い
か
ら
て
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、

「
江
賦
」
1

「南
郊
賦
」
1
庚
闡

「
楊
都
賦
」
と
竝

へ
て
み
る
と
よ
り
は

っ
き
り

す
る
。
庚
闡

「楊
都
賦
」
(『藝
文
類
聚
』
卷
六

一
)
は
、
東
晉
中
興
後
し
ば
ら
く

ハロ
 

た
っ
て
か
ら
、
楊
都

(建
康
を
中
心
と
す
る
江
南

一
帶
)
の

「巨
偉
」
を
遞

へ
た

も
の
て
あ
り
、
左
思

「呉
都
賦
」
の

「亘
麗
」

の
描
冩
を
踏
襲
す
る
も
の
て
あ
る

か
、

一
方
て
中
興
の

「靈
運
」

の
敍
述
に
も
重
點
を
お
い
て
い
る
。

土
映
黄
旗
之
景
、
巒
吐
紫
蓋
之
祚
。
巖
栖
赤
松
之
館
、
岫
啓
縉
雲
之
堂
。
龍

符
渙
而
夏
徳
興
、
羣
神
萃
而
玉
帛
昌
也
。
天
包
龍
軫
、
地
奄
衡
霍
。
玄
聖
所

遊
、
陟
方
所
託
。
我
皇
晉
之
中
興
、
而
駿
命
是
廓
。
靈
運
啓
於
中
宗
、
天
網

振
其
紹
絡
。

地
面
に
は
王
氣
の
存
在
を
示
す
黄
旗
の
瑞
雲
の
輝
き
か
照
り
映
え
、
小
山
か

ら
は
天
子
の
出
來
を
示
す
紫
蓋

の
瑞
群
か
出
て
い
る
。
巖
窟
に
は
仙
人
赤
松

子
の
す
ま
い
か
あ
り
、
山
の
洞
穴
に
は
黄
帝
の
と
き
の
夏
官
縉
雲
氏
の
廣
聞

か
あ
る
。
龍
形

の
符
節
か
發
せ
ら
れ
て
夏
徳
か
興
こ
り
、
羣
紳
か
集
ま

っ
て

會
盟
の
和
氣
か
盛
ん
に
な
る
。
天
に
は
蒼
龍
七
宿
と
軫
宿
を
擁
し
、
地
に
は

衡
山

・
霍
山
を
有
す
。
玄
聖
の
遊
ぶ
と
こ
ろ
、
天
子
の
巡
狩
す
る
と
こ
ろ
。



我
か
晉
王
朝
が
中
興
し
、
大

い
な
る
命
か
こ
こ
に
開
か
れ
た
。
靈
蓮
か
中
宗

に
啓
か
れ
、
天
の
網
が
途
紹

え
た
地
絡
を
整
え
た
。

こ
の
よ
う
に
、
三
作
品
を
逋
し
て
み
る
と
、
東
晉
中
興
を
め
く
る
文
章
表
現

の
方

向
か
、
「靈
」
性
の
強
調
に
よ
る
正
統
性
の
主
張
に
あ
る
こ
と
か
見
え
て
く
る
だ

ろ
う
。
東
晉
の
中
興
に
際
し
て
、
天
意
か
強
調
さ
れ
、
多
く
の
瑞
兆
か
報
告
さ
れ

た
こ
と
、
ま
た
、
そ
の

一
連
の
符
瑞
を
め
ぐ
る
動
き
に
郭
璞
か
深
く
關
わ
っ
て
い

 ロ
ロ

た
こ
と
に
つ
い
て
は
以
前
述

へ
た

こ
と
か
あ
る
か
、
そ
れ
ら
の
動
き
に
は
、
文
學

作
品
の
創
作
も
含
ま
れ
て
い
た
の
て
あ

っ
て
、
「
江
賦
」
「南
郊
賦
」
は
そ
の
創
作

活
動
の

一
環
た

っ
た
と
い
え
よ
う
。
現
存

の
資
料
か
ら
み
る
限
り
、
江
南
か

「
靈

和
」
の
氣

の
集
ま
る
と
こ
ろ
た
と
宣
言
し
た
の
は
、
郭
璞
の

「江
賦
」
に
は
じ
ま

ハに
 

る
。
郭
璞
は

「靈
運
」
に
守
ら
れ

「和
氣
」
の
ゆ
き
わ
た

っ
た
長
江
流
域
と
い
う

靈
偉
な
る
空
間
を
賦

の
形

て
作
り
出
す
こ
と
に
よ

っ
て
東
晉
中
興
を
言
祀
い
だ
の

て
あ
る
。

た
か
、
こ
こ
て
言
い
た
い
の
は
、
郭
璞
の
賦
か
プ

ロ
パ
カ
ン
ダ
文
學
だ
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、
當
時
、
文
學
作
品
か
呪
性
を
そ
な
え
る

も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
、

そ
し
て
そ
の
呪
性
を
そ
な
え
た
文
學
か
政
冶
の

ハせ

世
界

と
も
自
然
な
形
て
結
ひ
つ
い
て
い
た
こ
と
の
證
た
と
見

て
お
き
た
い
。
郭
璞

の
描
き
出
し
た
靈
妙
な
る
長
江
か
司
馬
睿
讚
歌
で
あ

っ
た
の
は
確
か
た
ろ
う
か
、

「江
賦
」
は
そ
れ
だ
け
で
成
り
立

っ
て
い
る
の
て
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
う
い
っ

た
枠
組
み
の
内
に
、
郭
璞
自
身
の
靈
妙
な
る
世
界
の
美
に
對
す
る
認
識
ま
た
は
感

慨
か
あ

っ
て
は
じ
め
て
文
學
作
品
と
な
り
え
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、

次
章
で
は
、
郭
璞
か
作
り
出
し
た
江

の
靈
偉
な
る
空
間
と
は
と
の
よ
う
な
も
の
た

っ

た
の
か
を
作
品
に
即
し
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

二

「
江
賦
」
の
妙
觀

l
l
境
界
と
し
て
の
江

靈
妙
な
る
長
江

「
江
賦
」
は
次
の

一
文
て
始
ま
る
。

咨
五
才
之
竝
用
、
寔
水
徳
之
靈
長
。

あ
あ
、
木
火
土
金
水
の
五
才
か
竝
び
用
い
ら
れ
る
中

て
、
ま
こ
と
に
水

の
徳

は
そ
の
も

っ
と
も
優
れ
た
も
の
て
あ
る
こ
と
よ
。

水
徳
が
い
か
に

「靈
長
」
な
の
か
。
ま
た
、
水
徳
か
い
か
に
長
江
の
美
と
關
わ
り

を
も

つ
の
か
。
こ
れ
は
、
郭
璞
が
長
江
を
逋
し
て
何
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
か
に

係
わ
る
問
題
て
あ
る
。
先
に
引
い
た

「江
賦
」
の

一
節

「
稟
元
氣
於
靈
和
」
の
注

に
、
李
善
は

『春
秋
元
命
包
』
の

「水
者
、
五
行
始
焉
、
元
氣
之
湊
液
也

(水
は

五
行

の
始
ま
り
て
あ

っ
て
、
元
氣
の
あ

つ
ま

っ
て
て
き
た
液
體
て
あ
る
)」
を
引

ハほ
ロ

く
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
古
來
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の
で
、
そ
れ
を
受
け
て
、

郭
璞
も
川
を
氣
の
流
れ
と
見
、
水
の
潤
下
の
徳
を
述

へ
て
い
る
と
い
え
る
。
だ
が
、

そ
れ
に
加
え
て
、
郭
璞
か
よ
り
強
調
す
る
の
は
、
水
の

「潛
通
」
「旁
邇
」
と
い

う
性
質
て
あ
る
。
「江
賦
」
に
つ
い
て
は
後

に
見
る
の
て
、
ま
す
そ
れ
以
外
の
郭

璞
の
作
品
か
ら
、
「
川
濱
」
あ
る
い
は

「水
」

に
つ
い
て
述

へ
る
も
の
を
見
て
み

よ
う
。
「釋
水
贊
」
(『藝
文
類
聚
』
卷
八
)
に
は
こ
う
い
う
。

川
濱
綺
錯
、
喚
瀾
流
帶
。
潛
潤
旁
逋
、
經
營
華
外
。
殊
出
同
歸
、
混
之
東
會
。

川
濱
は
あ
や
絹
の
よ
う
に
入
り
交
じ
り
、
途
切
れ
る
こ
と
な
く
帶
の
よ
う
に

流
れ
て
ゆ
く
。
下
に
も
く

っ
て
地
を
潤
し
て
遍
く
通
し
、
中
華
の
外
に
ま
て

ゆ
き
わ
た
る
。
違
う
場
所
か
ら
流
れ
出
て
も
行
き

つ
く
と
こ
ろ
は
同
じ
く
、

混
じ
り
合
い
な
か
ら
東
の
侮
に
集
ま

っ
て
ゆ
く
。

ま
た
、
「
鹽
池
賦
」
(『藝
文
類
聚
』
卷
九
)
に
は
、

水
潤
下
以
作
鹹
、
莫
斯
鹽
之
最
靈
。
・:

嗟
玄
液
之
潛
洞
、
羌
莫
知
其
所
生
。

水
か
潤
下
し
て
鹽
水
と
な
る
。

こ
の
鹽
ほ
と
靈
妙
な
る
も
の
は
な
い
。
…
…

あ
あ
、
奥
深
く
か
く
れ
た
液
體
は
ひ
そ
か
に
さ
ら
に
奧

へ
と
連
な

っ
て
い
る
。

あ
あ
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
生
じ
て
い
る
の
や
ら
。

四
九
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 お
り

こ
れ
ら

「旁
通
」
「潛
通
」
と
い
う
性
質
は
、
「
氣
」
に
も
共
邁
す
る
の
た
が
、
そ

れ
に
加
え
て
、
「
水
」
は
目
に
見
、
耳
に
聽
く
こ
と
か
て
き
る
。
「氣
」
が
抽
象
的

に
し
か
論
じ
ら
れ
な
い
の
に
封
し

て
、
「
水
」
は
具
象
化
す
る
こ
と
か
て
き
る
、

「旁
邁
」
の
あ
と
を
た
ど
る
こ
と
か

で
き
る
の
で
あ
る
。

「旁
邇
」
「潛
」
と
い
っ
た
表
現
は
、
ま
た
、
郭
璞
が
こ
の
ん
で
使
う
言
葉
て
も

あ
る
。
と
り
わ
け
、
『
山
海
經
』
に
み
え
る

コ
岬
」
の
描
冩
に
し
ば
し
は
使
わ
れ

る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
例
え

ば
、

妙
物
自
潛
、
世
無
得
稱
。

「棘
長
乘
贊
」
(『山
侮
經
圖
讚
』
西
山
經
)

靈
妙
な
る
物
は
奧
深
い
と
こ
ろ
に
潛
ん
て
い
る
の
で
、
世
の
人
は
そ
れ
を
稱

え
る
こ
と
も
て
き
な
い
。

質
則
混
沌
、
鼬
則
旁
通
。

「帝
江
贊
」

(『山
侮
經
圖
讚
』
西
山
經
)

體
は
混
沌
と
し
、
精
禪
は
あ
ま
ね
く
通
じ
て
い
る
。

「僭
」
み
、
「旁
通
」
し
、
「
混
沌
」

と
し
て

つ
か
み
と
こ
ろ
の
な
い
も
の
、
郭
璞

は
そ
こ
に

「妙
」
を
見
出
す
。
そ
れ
ら
の
性
質
を
具
え
た
の
が

「水
」
な
の
で
あ

る
。て

は
、
こ
れ
ま
て
確
認
し
て
き

た

「江
賦
」
の
テ
ー
マ
を
押
さ
え
た
上

で
そ
の

中
間
の
江
の
描
冩
を
み
て
み
よ
う
。
「
江
賦
」
の
構
造
は
次
の
よ
う
に
な

っ
て
お

り
、
長
江
の
景
觀
は
主
に
ー
～
W
の
部
分
に
描
か
れ
る
。

〈導
入
〉
↓

〈
1

水
流
の
經
路
〉
↓

〈
H

流
れ
の
樣
子
〉
↓

〈
皿

魚

・

水
中
の
生
物

・
鑛
物

・
鳥

・
植
物
動
物
〉
↓

〈
W

湖
沼
の
神
仙

・
船
頭
漁

師
〉
↓

〈
V

I
～
W
の
ま
と
め
〉
↓

〈紳
話

・
傳
説
〉
↓

〈結
び
〉

ハガ
ね

こ
の
う
ち
ー
～
皿
は
河
川
を
描
く
際
の
常
套
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
、
そ
れ
ら
傳

統
的
枠
組
み
の
中
に
は
め
込
ま
れ

た
個
々
の
要
素
は
、
よ
り
奇
怪
な
方
向

へ
と
向

か

っ
て
い
る
。
論
迹
の
都
合
上
、

1
を
後
に
回
し
、
皿
か
ら
順
に
見

て
い
く
こ
と

に
す
る
。

五
〇

「
亘

流
れ

の
樣
子
」
に
お
い
て
、
郭
璞
は
巴
東
の
峽

の
流
れ
を
次
の
よ
う
に

表
現
す
る
。
な
お
、

〔

〕
で
意
味
を
補

っ
た
部
分
は
、
雙
聲
ま
た
は
疊
韻
の
擬

態
語
で
あ
る
。

ひ
よ
う
は
い

し
う
か
い

か
い
か
く
か
つ

漿
澳

〔と
い
う
激
し
い
水
音

て
〕
灘
淑

〔と
激
し
く
ぶ

つ
か
り
〕
、
潰
淒
減

か
く

け

つ
こ
う
お
う
お
う

し
ゆ
く
せ
ん
さ
ん
や
く

槨

〔と
激
し
い
勢
い
〕。
橘
鍠
忽
泱

〔と
流
れ
は
急

て
〕、
癒
潤
潤
檎

〔と
す

せ
ん
け
ん
え
い
え
い

い
ぬ
い
ふ
ん
ば
く

は
や
い
〕
。
旋
環
漿
潜

〔と
渦
卷
き
〕、
濃
櫑
濆
爆

〔と
渦
卷
き
湧
き
出
て
る
〕。

し
よ
く
よ
く
し
ん
い
ん

優
減
儘
潰

〔と
次
々
に
〕、
龍
鱗
結
絡

(龍
の
鱗
の
よ
う
に
蓮
な

っ
て
い
る
)。

擬
態
語
を
竝
べ
る
手
法
は
、
司
馬
相
如

「上
林
賦
」
な
ど
の
敍
景
の
大
賦
に
常
用

さ
れ
る
も
の
だ
が
、
郭
璞
は
そ
れ
を
字
形
の
統

一
に
ま
で
及
ぼ
し
て
い
る
。
見
て

の
と
お
り
、
ひ
た
す
ら
さ
ん
す
い
偏
の
字
を
竝
べ
る
の
て
あ
る
。

こ
れ
に

つ
い
て
、
佐
竹
保
子
氏
は
、
比
喩
に
よ

っ
て
波
濤
を
表
現
し
た
枚
乘

「七
發
」
木
華

「海
賦
」
と
比
較
し
、
「す
て
に
西
晉
の
木
華

『海
賦
』
に
お
い
て
、

先
に
擧
げ
た
よ
う
に
、
四
字
句
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
て
は
な
く
七
字
句
を
基
調
と
し
た

比
喩
か
、
先
行

テ
ク
ス
ト
の
修
辭
を
乘
り
越
え
る
よ
す
か
と
な

っ
て
い
た
。
『海

賦
』
の
あ
と
に
出
現
し
た

『江
賦
』
の
四
字
句
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
部
分
は
、
そ
の
意

 ロ
リ

味
で
は
流
れ

へ
の
逆
行
だ

っ
た
」
と
さ
れ
る
。
で
は
、
郭
璞
か
あ
え
て
逆
行
さ
せ

た
の
は
な
ぜ
た
ろ
う
。
た
し
か
に

「波
濤
の
も
た
ら
す
怖
さ
や
勢
い
や
美
し
さ
」

を
表
現
す
る
な
ら
は
、
比
喩
を
も
ち
い
た
方
か
自
由
な
工
夫
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

た
か
、
郭
璞
か
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
そ
れ
以
外

の
も
の
て
あ
る
と
す
れ
は

と
う
た
ろ
う
。
ま
ず

一
つ
に
は
、

「江
賦
」
が
左
思

「
三
都
賦
」
や
司
馬
相
如

「上
林
賦
」
の
ご
と
き
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
し
の
く
大
賦
て
な
け
れ
は
な
ら
な
か

っ

た
こ
と
と
係
わ

っ
て
い
よ
う
。
四
字
句
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
羅
列
は
そ
の
大
賦
の
風

格
を
示
す
た
め
に
も
必
要
な
も
の
て
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
、
そ
れ
た
け
だ

ろ
う
か
。

郭
璞
は
江
の
流
れ
を
追
い
な
か
ら
、
そ
の
流
れ
の
う
ご
め
き
を
次
の
よ
う
に
述



へ
る
。呼

吸
萬
里
、
吐
納
靈
潮
。
自
然
往
復
、
或
夕
或
朝
。
激
逸
勢
以
前
驅
、
乃
鼓

怒
而
作
濤
。
…
・
協
靈
邇
氣
、
濆
薄
相
陶
。
流
風
蒸
雷
、
騰
虹
揚
霄
。

萬
里
に
呼
吸
し
、
靈
妙
な
る
潮
を
吐
い
た
り
吸

っ
た
り
す
る
。
自
然
に
滿
ち

干
き
し
、
朝
の
潮
が
あ
れ
ば
タ

ベ
の
潮
も
あ
る
。
激
し
い
水

の
流
れ
か
先
驅

け
と
な
り
、
怒
り
を
沸
き
起

こ
し
た
か
の
よ
う
に
波
濤
か
荒
れ
狂
う
。
…
…

靈
氣
を
調
和
さ
せ
逋
し
合
わ
せ
、
激
し
く
ぶ
つ
か
り
合
わ
せ
て
萬
物
を
生
み

出
す
。
風
を
吹
か
せ
雷
を
起

こ
さ
せ
、
虹
を
か
け
雲
氣
を
わ
き
お
こ
す
。

先
に
も
見
た
よ
う
に
、
郭
璞
は
水

の
流
れ
を
氣
の
流
れ
と
見
て
い
る
。
彼
濤
の
激

し
さ
は
、
氣

の
激
し
さ
を
、
目
に
見
、
耳
に
聞
こ
え
る
形
に
し
た
も
の
だ
と
い
え

よ
う
。
だ
と
す
れ
は
、
波
濤
は
や
は
り
比
喩
に
よ

っ
て
て
は
な
く
、
よ
り
直
接
に

目
や
耳
に
訴
え
る
か
た
ち
で
表
現
さ
れ
な
け
れ
は
な
ら
な
か

っ
た
の
て
は
な
い
か
。

そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
の
か
大
量
の
四
字
句
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
て
あ

っ
た
の
で
は
な
い

か
。
な
ぜ
な
ら
、
眞
に
傳
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
波
濤

の
う
ち
に
あ
る
變

動
す
る
氣
の
激
し
さ
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
生
し
る
靈
性

(畏
怖
感
あ
る
い
は

ハ 
 

鯨
祕
感
)
だ
か
ら
て
あ
る
。

「
皿

魚

・
水
中

の
生
物

・
鑛
物

・
鳥

・
植
物
動
物
」
に
進
も
う
。
異
樣
て
あ

る
が
ゆ
え
の
禪
祕
性
、
そ
れ
は
續
く
魚

・
水
物

・
鳥
な
と
の

「物
盡
く
し
」
の
段

に
も
共
逋
す
る
。

『山
侮
經
』
や

『楚
辭
』
に
見
え
る
珍
奇
な
動
植
物
を
竝

べ
る
の
は

「
呉
都
賦
」

に
同
し
で
あ
る
。
だ
が
、
「
奥
都
賦
」
か
そ
れ
ら
を
出
す

の
は
、
歴
代

の
賦

の

「於
辭
則
易
爲
藻
飾
、
於
義
則
盧
而
無
徴

(辭
藻

の
面

て
は
裝
飾
を
こ
ら
す
こ
と

か
て
き
る
か
、
意
味

の
上

で
は
う
そ

っ
ぱ
ち
て
根
據
か
な
い
)」
(「
三
都
賦
序
」
)

状
態
を
正
し
、
典
據

の
あ
る
事
物
を
列
擧
す
る
こ
と
を
ね
ら

っ
た
も
の
だ
ろ
う
。

逆
に
い
え
は
、
『山
侮
經
』
『楚
辭
』
は
、
左
思
に
と

っ
て
、
博
物
志
で
あ
り
、
正

靈
妙
な
る
長
江

確
な
賦
を

つ
く
る
た
め
の
素
材
集
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
郭
璞

に
と

っ
て
も

『山
海
經
』
『
楚
辭
』
は
博
物
志
で
あ

っ
た
だ

ろ
う
。
た
か
、
郭
璞
は

『山
海
經
』
學
者
て
あ
り

『楚
辭
』
學
者
て
も
あ

っ
た
。

『山
侮
經
』
の
注
釋
に
は

「
若
捜
之
常
情
、
則
無
理
矣
。
然
推
之
以
數
、
則
無
往

不
逋

(も
し
、
こ
れ
を
遖
常
の

「情
」

て
突
詰
め
よ
う
と
す
る
と
、
道
理
か
立
た

な
い
。
け
れ
と
も
、
こ
れ
を

「數
」

で
推
し
量
れ
ば
、
逋
じ
な
い
と
こ
ろ
は
な
い

の
で
あ
る
)」
(海
外
東
經

「
湯
谷
・:

・」
注
)
と
い
う
。
こ
こ
で
い
う

「數
」
と

は
、
自
然
の
運
行
の
法
則
を
さ
す
。
「江
賦
」
に
見
え
る
個
々
の
事
象
も
、
『山
海

經
』
に
よ

っ
て
そ
の
存
在
を
保
證
さ
れ
た
も
の
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
萬
物
の

生
成
變
化
の
蓮
數
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
は
す
て
あ
る
。
郭

璞
は

『山
海
經
』
の
動
植
物
や
鑛
物
に
贊
を
作

っ
て
い
る
か
、
そ
の
中
の
い
く

つ

か
は

「江
賦
」
に
重
な
る
。
例
え
は
、

形
如
覆
銚
、
包
玉
含
珠
。
有
而
不
積
、
泄
以
尾
閭
。
闇
與
道
會
、
可
謂
奇
魚
。

「鰲
眦
贊
」
(『山
海
經
圖
讃
』
西
山
經
)

形
は
銚
を
ひ

っ
く
り
返
し
た
よ
う
て
、
珠
玉
を
含
ん
て
い
る
。
珠
玉
を
生
み

出
し
て
も
溜
ま
ら
な
い
の
は
、
大
海
の
底
か
ら
海
水
か
流
れ
出
る
の
と
同
じ
。

暗
に
道
と
符
合
し
て
い
て
、
奇
魚
と
い
っ
て
よ
い
。

金
石
同
類
、
潛
響
是
鰮
。
撃
之
雷
駭
、
厥
聲
遠
聞
。
苟
以
數
通
、
氣
無
不
蓮
。

「鳴
石
贊
」
(『山
海
經
圖
讃
』
中
山
經
)

金
石
と
同
類
で
、
内
に
響
き
を
包
み
隱
し
て
い
る
。
こ
れ
を
叩
く
と
雷
の
ご

と
く
轟
き
、
そ
の
音
か
遠
く
ま
で
聞
こ
え
る
。
數
か
逋
じ
て
い
る
な
ら
は
、

氣
が
そ
れ
に
應
じ
て
動
か
な
い
こ
と
は
な
い
の
だ
。

激
し
い
氣
の
渦
卷
く
中
に
住
ま
う
物
た
ち
は
、
や
は
り
そ
れ
に
耐
え
う
る
靈
性
を

も

っ
た
物

て
な
け
れ
は
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
非
日
常
的
な
事
物
は

「道
」
「數
」

に
か
な

っ
た
物
て
あ
り
、
神
域
に
屬
す

べ
き
物
た
ち
な
の
て
あ
る
。

五

一



日
本
中
國
學
會
報

第
五
十
五
集

衣
に
、
「
W

湖
沼
の
神
仙

・
船

頭
漁
師
」
の
部
分
を
み
て
い
こ
う
。
は
し
め

に

「流
光
潛
映
、
景
炎
霞
火

(草
花
の
耀
き
か
波
間
に
映

っ
て
き
ら
め
き
、
そ
の

光
は
朝
燒
け
夕
燒
け
よ
り
も
あ
さ

や
か
)
」
と
描
か
れ
る
池
や
湖
は
、
風
と
光
と

波
に
た
た
よ
う
水
草
か
織
り
な
す
別
天
地
て
あ
る
。

こ
れ
ら
の
場
所
は
風
光
明
媚

の

一
言
て
は
片

つ
け
ら
れ
な
い
。
次
に
現
れ
る
神
仙
世
界

へ
の
序
章

て
も
あ
る
の

だ
。
そ
の
肺
仙
世
界
と
は
、

爰
有
包
山
洞
庭
、
巴
陵
地
道
。
潛
逵
傍
逋
、
幽
岫
窈
窕
。
金
精
玉
英
瑣
其
裏
、

瑤
珠
怪
石
埣
其
表
。
驪
蚪
摎
其
址
、
棺
雲
冠
其
螺
。
海
童
之
所
巡
遊
、
琴
高

之
所
靈
矯
、
冰
夷
倚
浪
以
傲
睨
、
江
妃
含
噸
而
緜
眇
。
撫
凌
波
而
鳧
躍
、
吸

翆
霞
而
夭
矯
。

こ
こ
に
は
包
山
の
洞
庭
、
巴
陵
の
地
道
か
あ
る
。
四
方
八
方

に
伸

ひ
る
道
か

地
下
に
張
り
巡
ら
さ
れ
、
山

の
奥
の
洞
穴
は
奧
深
く
は
か
り
し
れ
な
い
。
よ

り
す
く
り
の
金
玉
が
そ
の
内
を
塞
き
、
美
玉
怪
石
か
そ
の
表

に
輝
き
を
交
錯

さ
せ
て
い
る
。
驪
龍
が
そ
の
ふ
も
と
に
わ
た
か
ま
り
、
梢

の
よ
う
に
す

っ
と

伸
び
た
瑞
雲
が
そ
の
頂
に
か

ぶ
さ

っ
て
い
る
。
こ
こ
は
、
東
海

の
神
童
か
巡

り
遊
ぶ
と
こ
ろ
、
仙
人
琴
高
か
紳
祕
的
に
淨
か
び
上
か
る
と
こ
ろ
。
河
禪
冰

夷
は
波
に
乘

っ
て
傲
然
と
に
ら
み
、
江
妃
は
愁

い
を
ふ
く
ん
て
遠
く
を
眺
あ

や
る
。
波
濤
を
は
し
い
て
鳧
の
よ
う
に
飛
び
上
か
り
、
青
々
と
し
た
霞
を
吸

っ

て
の
び
の
び
と
す
る
。

「潛
逵
傍
通
」
す
る
地
道
、
そ
こ
に
流
れ
る
の
は
靈
妙
な
る
水
て
あ
り
氣
て
あ
る
。

從

っ
て
、
そ
こ
に
は
金
玉
奇
石
か
生
じ
、
仙
人
か
遊
ぶ
。
波
躍
り
霞
立

つ
中

て
紳

や
仙
人
は
所
を
得
て
自
在
に
躍
り
あ
か
る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
し
く

『山
海
經
』
の

 ゆ
 

世
界
て
あ
り
、
「
遊
仙
詩
」

の
世
界

で
あ
る
。

そ
の
遊
仙
の
世
界
に
暮
ら
す
の
は
、
あ
る
い
は
商
い
を
し
、
あ
る
い
は
漁
を
す

る

「舟
子
」
で
あ
る
。
彼
ら
も
竝

の
船
頭
て
は
な
い
。

五
二

爾
乃
騒
雰
禝
於
清
旭
、
覘
五
兩
之
動
静
。
長
風
颱
以
増
扇
、
廣
莫
颱
而
氣
整
。

徐
而
不
飃
、
疾
而
不
猛
。
鼓
帆
迅
越
、
趙
漲
截
洞
。
凌
波
縱
施
、
電
往
杏
溟
。

羇
如
晨
霞
孤
征
、
眇
若
雲
翼
紹
嶺
。
倏
忽
數
百
、
千
里
俄
頃
。
飛
廉
無
以
晞

其
蹤
、
渠
黄
不
能
企
其
景
。

さ
て
、
清
ら
か
な
朝
日
の
も
と
で
氣
の
群
不
詳
を
見
、
風
の
動
靜
を
占
う
。

遠
く
か
ら
吹
き

つ
け
る
大
風
が
ま
す
ま
す
強
く
な
り
、
北
風
か
さ

っ
と
吹
い

て
氣
か
整
う
。
お
た
や
か
て
も
弱
す
き
す
、
速
く
て
も
強
す
ぎ
な
い
。
帆
を

膨
ら
ま
せ
て
ス
ピ
ー
ト
を
上
げ
、
深
く
逡
い
流
れ
を
越
え
て
ゆ
く
。
彼
を
乘

り
越
え
舵
を
あ
や

つ
り
、
稻
妻
の
よ
う
に
進
ん
て
遠
く
か
す
ん
て
見
え
な
く

な
る
。
朝
燒
け
か
す

っ
と
淌
え
て
ゆ
く
よ
う
に
す
ば
や
く
、
大
鵬
の
翼
か
峰

を
越
え
て
ゆ
く
よ
う
に
遠
さ
か
る
。
あ

っ
と
い
う
間
に
數
百
里
、
千
里
も

一

瞬
の
う
ち
。
風
紳
飛
廉
も
そ
の
跡
を
見
る
こ
と
か
で
き
ず
、
駿
馬
渠
黄
も
そ

の
影
に
追
い
つ
く
こ
と
か
て
き
な
い
。

比
較
の
た
め
に
、
「呉
都
賦
」
に
描
か
れ
た
船
頭
を
見
て
み
よ
う
。

槁
工
幟
師
、
選
自
闡
禺
、
習
御
長
風
、
狎
翫
靈
胥
。
責
千
里
於
寸
陰
、
聊
先

期
而
須
臾
。

棹
や
楫
を
あ
や

つ
る
船
頭
は
、
閏
越

・
番
禺
よ
り
邊
は
れ
、
逡
く
ま
て
吹
い

て
ゆ
く
大
風
を
制
御
で
き
、
水
神
伍
子
胥
と
も
慣
れ
親
し
ん
て
い
ま
す
。
千

里
を
寸
陰
の
間
に
過
き
る
こ
と
を
求
め
て
も
、
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
早
く
、

あ

っ
と
い
う
間
に
漕
い
で
ゆ
き
ま
す
。

こ
こ
は
、
呉
王
の
舟
遊
び
を
の
へ
た
く
た
り
て
、
前
に
は
裝
飾
を
こ
ら
し
た
百
大

な
樓
船
、
後
に
は
漁
勞
の
巧
み
な
技
か
述

へ
ら
れ
る
。
從

っ
て
こ
の
部
分
も
、
船

頭
た
ち
の
熟
達
し
た
技
術
、
そ
れ
を
配
下
に
備
え
て
い
る
呉
王

の
偉
大
さ

(豪
奢

な
さ
ま
)
を
た
た
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
對
し
て
、
「
江
賦
」
の
船
頭
た
ち
は
、
氣
を
見
、
風
を
う
か
か
い
、

そ



の
風
に
乘

っ
て
飛
ひ
去
る
。
水
紳

を
も
恐
れ
す
、
風
を
御
す

「呉
都
賦
」
の
船
頭

と
の
違
い
は
あ
き
ら
か
て
あ
る
。
江
に
流
れ
る
氣
の
動
き
、
そ
れ
に
つ
れ
て
變
動

す
る
波
や
風
、
そ
れ
を
見
極
め
、

そ
の
動
き
に
乘
れ
る
船
頭
た
ち
は
言
葉
て
は
表

現
せ
ず
と
も
、
萬
物
淌
長
の
氣
の
理
を
知

っ
た
者
た
ち
な
の
だ
。

續
い
て
描
か
れ
る

「蘆
人
漁
子
」
は

「忽
忘
夕
而
宵
歸
、
詠
操
菱
以
叩
舷
。
傲

自
足
於

一
嘔
、
尋
風
波
以
窮
年

(う

っ
か
り
夕
方
に
な

っ
た
の
も
忘
れ
て
夜
に
な

っ

て
か
ら
歸
り
、
菱
探
り
歌
を
歌
い
な
か
ら
船
端
を
叩
く
。
傲
然
と
し
て
歌
の
な
か

に
充
足
し
、
風
浪
に
ま
か
せ
て
天
壽
を
終
え
る
)
」
と
い
う
。
そ
の
逍
癌
自
在
な

さ
ま
は
、
當
時
流
行
の
隱
逸
の
理
想
的
姿
て
あ

っ
て
、
郭
璞
が

「客
傲
」
(『晉
書
』

卷
七
二
郭
璞
傳
)
の
中
て
理
想
と
み
な
す

「意
を

一
弦
に
得
」
「與

に
樂
天
を
言

う
べ
き
」
賢
者
の
姿
に
も
重
な
る
。
彼
ら
は
物
我
や
是
非
を
超
越
し
た
存
在
で
あ

り
、
「理
」
を
體
得
し
た
賢
者
な
の
て
あ
る
。
郭
璞
に
と

っ
て
、
「
理
」
を
體
得
す

る
こ
と
は

「紳
」
の
域
に
近
づ
く

こ
と
と
同
義
て
あ
る
。
從

っ
て
、
か
れ
ら
は
紳

仙
と
空
聞
を
同
し
く
し
、
肩
を
竝

へ
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
者
た
ち
た
と
い
え
よ
う
。

な
お
、
こ
の
部
分
は

「
V
ま
と
め
」
の
段
で

「隱
淪
の
列
眞
を
納
め
、
異
人
を
精

魄
に
挺
ず
」
と
概
括
さ
れ
て
い
る
。
「神
」
の
域
に
近
づ
い
た

「舟
子
」
「
蘆
人
漁

子
」
は
ま
さ
し
く

「
異
人

(す
く
れ
た
人
)」
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
た
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
れ
と
同
時
に
、
彼
ら
が
い
る
場
所

「江
」
は
、
萬
物
の
生
成
變
化
が

自
由
自
在
に
起
こ
る
靈
妙
な
る
空
間
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
「
V
ま
と
め
」

に

は
次
の
よ
う
に
い
う
。

及
其
譎
變
絛
猊
、
符
鮮
非

一
、
動
應
無
方
、
感
事
而
出
。
經
紀
天
地
、
錯
綜

人
術
、
妙
不
可
盡
之
於
言
、
事
不
可
窮
之
於
筆
。

そ
の
奇
怪
な
變
化
の
す
は
や
さ
と
い
っ
た
ら
、
瑞
徴
は

一
通
り
て
な
く
、
應

驗
に
は
き
ま
り
か
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
に
觸
れ
て
感
應
す
る
。
天
地
に
筋

道
を

つ
け
、
人
事
を
ま
と
め
あ
げ
る
。
そ
の
妙
な
る
こ
と
は
言
葉

て
は
言
い

靈
妙
な
る
長
江

つ
く
せ
な
い
し
、
そ
の
事
柄
は
筆

で
書
き

つ
く
せ
な
い
。

こ
こ
ま
て
江
の
靈
妙
な
る
美
を
具
象
化
す
る
こ
と
に
つ
と
め
て
き
た
郭
璞
は
、
突

如
と
し
て
言
語
化
す
る
こ
と
を
放
棄
し
て
し
ま
う
。
「
呉
都
賦
」

て
も

「若
吾
子

ハみ
り

之
所
傳
、
孟
浪
之
遺
言
、
略
擧
其
梗
概
、
而
未
得
其
要
妙
也

(わ
た
し
の
言

っ
た

こ
と
な
ど
は
、
と
り
と
あ
も
な
く
言
い
蓮
ね
て
み
た
た
け
て
、
そ
の
梗
概
を
ざ

っ

と
擧
げ
た
に
過
き
ず
、
そ
の
精
妙
な
る
と
こ
ろ
を
言

い
え
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
)
」
と
結
ん
て
は
い
る
。
だ
か
、
兩
者
の
主
張
の
方
向
は
ま

っ
た
く
違
う
も
の

で
あ
ろ
う
。
「呉
都
賦
」
て
は
長
江
は
呉
の

「
巨
麗
」
の

一
部
と
し
て
描
か
れ
て

い
た
。
奇
異
な
も
の
を
列
擧
し
、
そ
れ
て
も
ま
だ
書
き
き
れ
な
い
こ
と
を
宣
言
す

る
こ
と
に
よ

っ
て

「
亘
麗
」
を
無
限
大
に
す
る
の
て
あ
る
。

そ
れ
に
對
し
て
、

「江
賦
」

に
迹

べ
よ
う
と
す
る
の
は
、
江
の
靈
妙
さ
て
あ
る
。
水
は
、
そ
れ
自
體

か
感
應
變
化
を
繰
り
返
し
な
か
ら
萬
物
を
抱
き
こ
み
、
潛
逵
旁
逋
し
て
江
南
の
地

を
す
み
ず
み
ま
で
潤
す
。
そ
の
景
觀
は
、
畏
怖

・
驚
嘆
を
と
も
な
わ
ず
に
は
い
ら

れ
な
い
靈
妙
な
る
も
の
て
あ
り
、
常
人
て
は
窺
い
知
れ
な
い
幽
玄
さ
を
祕
め
て
い

る
と
い
う
の
て
あ
る
。

こ
こ
ま
て
で
、
江
水
流
域
の
空
聞
の
妙
は
限
界
ま
で
描
き
盡
く
さ
れ
た
。
て
は
、

さ
ら
に
そ
の
後
に
つ
け
ら
れ
た

「肺
話

。
傳
読
」
を
記
し
た

一
段
は
何
を
示
す
の

だ
ろ
う
か
。

駭
黄
龍
之
負
舟
、
識
伯
禹
之
仰
嗟
。
壯
荊
飛
之
擒
蛟
、
終
成
氣
乎
太
阿
。
悍

要
離
之
圖
慶
、
在
中
流
而
推
戈
。
悲
靈
均
之
任
石
、
嘆
漁
父
之
櫂
歌
。
想
周

穆
之
濟
師
、
驅
八
駿
於
鼇
鼇
。
感
交
甫
之
喪
珮
、
愍
紳
使
之
嬰
羅
。

黄
龍
か
舟
を
背
負

っ
た
こ
と
に
驚
き
、
禹
か
天
を
仰
い
て
嘆
い
た
こ
と
を
知

る
。
荊
の
依
飛
か
蛟
を
捉
え
、
遂
に
名
劍
太
阿
に
靈
氣
を
得
た
の
を
壯
擧
だ

と
思
い
、
要
離
か
慶
忌
の
暗
殺
を
圖
り
、
江
の
中
は
て
戈
を
振

っ
た
の
を
勇

敢
た
と
思
う
。
屈
原
か
石
を
懷
い
て
汨
羅
に
身
を
投
し
た
の
を
悲
し
み
、
漁

五
三



日
本
中
國
學
會
報

第
五
十
五
集

父
の
舵
取
り
歌
に
嘆
息
す
る
。
周
の
穆
王
か
軍
を
渡
す
と
き
に
、
八
頭
の
駿

馬
を
竈
黽

の
橋

で
渡
ら
せ
た

こ
と
に
思
い
を
寄
せ
、
鄭
交
甫
か
珮
玉
を
失

っ

た
こ
と
に
感
し
入
り
、
神
の
使
い
の
亀
か
網
に
か
か

っ
た
こ
と
を
憐
れ
む
。

こ
こ
に
列
擧
さ
れ
て
い
る
の
は
江
と
い
え
ば
す
ぐ
に
連
想
さ
れ
る
紳
話
故
事
は
か

り
て
新
鮮
味
は
な
い
か
も
し
れ
な

い
。
た
が
、
既
往
の
靈
妙
な
る
出
來
事
を
な
ら

べ
る
こ
と
は
、
前
段
ま
て
で
述

へ
ら
れ
た
江
の
空
間
的
廣
か
り
の
う
え
に
時
間
的

廣
か
り
を

つ
け
加
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
永
續
性
を
示
す
こ
と
は
、

こ

れ
か
ら
江
南
に
展
開
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
新
た
な
る
妙
觀
を
暗
示
す
る
こ
と
に
も
な

る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
て
見
て
き

た
よ
う
に
、
郭
璞
の
描
く

「
江
」
は
、
「
呉
都

賦
」
と
同
し
よ
う
に
奇
異
な
動
植
物
や
紳
仙
の
存
在
す
る
異
空
間
て
あ
り
な
か
ら
、

そ
の
物
珍
し
さ
た
け
に
終
わ

っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
の
奇
異
な
動
植
物

を
生
み
出
し
、
紳
話
を
う
み
た
し

て
き
た
現
象

(變
化
感
應
)
の
源
と
し
て
、
ま

た
そ
れ
ら
の
現
象
の
展
開
さ
れ
る
場
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、
こ
こ
て
、
「
1

水
流

の
經
路
」
に
目
を
も
ど
そ
う
。

こ
こ
で
は
、
岷

山
か
ら
東
海
に
注
ぐ
ま
て
の
水
の
流
れ
を
述
べ
る
。
そ
の
詳
し
さ
も
江
賦

の
特
徴

ハお
ロ

の

一
つ
だ
か
、
そ
れ
は
江
の

「旁
逋
」
の
さ
ま
を
た
と
る
も
の
だ
と
い
う
點
に
留

意
す

へ
き
た
ろ
う
。
そ
の

一
部
を
あ
げ
れ
ば
、

網
絡
羣
流
、
商
摧
涓
繪
。
表
神
委
於
江
都
、
混
流
宗
而
東
會
。
注
五
湖
以
漫

廓
、
灌
三
江
而
湖
沛
。
漓
汗
六
州
之
域
、
經
營
炎
景
之
外
。

多
く
の
流
れ
を
網
目
の
よ
う
に

つ
な
げ
、
小
さ
な
流
れ
を
か
ら
め
と
る
。
江

都
で
壯
大
な
流
れ
を
表
し
、
大
海
と
合
わ
さ

っ
て
東
に
會
同
す
る
。
太
湖
に

庄
き
込
ん
だ
水
は
滿
ち
滿
ち

て
は
て
し
な
く
、
三
江
に
注
い
た
流
れ
は
ざ
ぶ

ざ
ぶ
と
勢
い
つ
く
。
六
州

(
盆
州
、
梁
州
、
荊
州
、
江
州
、
揚
州
、
徐
州
)

の
境
域
に
ひ
ろ
か

っ
て
果
て
し
な
く
、
南
方
の
域
外
に
ま
て
流
れ
を
延
ば
す
。

ハ 
 

實
は
、

こ
の
部
分
を

「江
賦
」

の
歓
點
と
み
な
す
評
價
も
あ
る
。
長
江
は

「
三

五
四

州
」
(梁
州
、
荊
州
、
揚
州
)
し
か
流
れ
て
い
な
い
し
、
「
五
湖
」

に
も
注
ぎ
込
ん

で
は
い
な
い
、

つ
ま
り
、
事
實
に
反
し
た
誇
張
表
現
だ
と
い
う
の
て
あ
る
。
だ
が
、

こ
こ
ま
て
見
て
き
た
よ
う
に
、
江
の
流
れ
か

「潛
逵
旁
通
」
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、

地
表
の
流
れ
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ
、
見
え
な
い
水
流
に
よ

っ

て
江
の
水
脈
、
靈
氣

の
流
れ
を
よ
り
廣
が
り
の
あ
る
も
の
と
し
て
描
き
出
し
た
と

こ
ろ
に
、
「
江
賦
」
の
醍
醐
味
か
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に

「江
賦
」
て
は
、
傍
流
も
含
め
た
廣
い
意
味
て
の
流
域
を

一
つ
の

世
界
と
み
な
す
。
こ
の
江
の
流
れ
に
包
ま
れ
た
領
域
は
、
も
ち
ろ
ん
中
央
て
は
な

い
か
、
蠻
夷

の
地
て
も
な
い
。
言

っ
て
み
れ
ば
、
境
界
域
て
あ
る
。
そ
れ
を
賦
の

中
て
は
こ
う
い
う
。

所
以
作
限
於
華
裔
、
壯
天
地
之
嶮
介
。

華
と
夷
の
境
界
と
な
り
、
天
地
の
間
に
險
阻
さ
を
際
立
た
せ
て
い
る
。

江
の
流
域
は
境
界
て
あ
る
と
同
時
に
、
「
天
地
の
嶮
介
」
て
も
あ
る
。
た
か
そ
れ

は
、
擾
境
の
地
の
誇
る
險
阻
さ
て
は
あ
る
ま
い
。
衡
霍

・
巫
廬
と
い
っ
た
山
々
か

「協
靈
逋
氣
、
濆
薄
相
陶
」
し
、
「靈
潮
」
か
そ
の
靈
氣
を
運
ぶ
。
そ
の
靈
氣
流
れ

る
と
こ
ろ
に
屬
す
か
ゆ
え
に

「天
地

の
嶮
介
」
を
形
作
る
の
て
あ
る
。

つ
ま
り
こ

こ
は
華
と
夷
と
の
境
界
て
あ
る
と
同
時
に
、
靈
氣
に
み
ち
た
靈
域
て
も
あ
る
の
た
。

さ
て
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
「魏
都
賦
」

で
蠻
地

の
象
…徴
と
さ
れ
て
い
た
險

阻
な
る
地
勢
か
、
「
江
賦
」

て
は
靈
氣
あ

つ
ま
る
地
の
象
徴
と
し
て
再
評
價
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
注
目
し
よ
う
。
「華
」

の
中
心
か
北
方
て
あ
る
こ
と
は
變
え
よ
う

の
な
い
事
實
て
あ
る
。
ま
し
て
や
、
中
興
を
支
え
る
人
々
の
多
く
か
北
方
出
身
て

中
原
奪
回
を
誓

っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
「
華
」
の
意
味
は
ゆ
る
か
な
い
。
だ
が
、

こ
れ
か
ら
王
都
を
建
て
よ
う
と
い
う
場
所
が

「夷
」
で
あ
っ
て
よ
い
わ
け
も
な
い
。

從

っ
て

「江
」
は
そ
の
と
ち
ら
に
も
屬
さ
な
い
、
華
夷
と
は
ち
か

っ
た
尺
度
で
は

か
ら
れ
る
場
所
て
な
け
れ
は
な
ら
な
か

っ
た
の
て
は
な
い
か
。
な
お
、
佐
竹
氏
か



ハぬ
り

指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
江
賦
は
こ
と
ご
と
く
人
爲
を
排
す
。
そ
れ
も
、
あ
る
い
は

「魏
都
賦
」

に
強
調
さ
れ
る
よ
う
な
徳
治

(そ
れ
は
往
々
に
し
て
中
央
重
靦
に
つ

な
か
る
)

の
影
を
う
す
め
、
人
爲

よ
り
も
さ
ら
に
上
に
あ
る
紳
あ
る
い
は
天
を
強

調
す
る
た
め
か
も
し
れ
な
い
。
郭
璞
は
、
「呉
都
賦
」
と
同
し
素
材
を
用
い
な
が

ら
、
「麗
」
か
ら

「靈
」

へ
と
焦
點
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
長
江
を
域

外
か
ら
境
界

へ
と
變
貌
さ
せ
た
。
と
同
時
に
、
そ
の
流
域
は
靈
妙
な
る
空
間
と
な

り
、
靈
運
に
よ
っ
て
保
證
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
て
あ
る
。

三

境
界
に
立
つ
郭
璞
ー

郭
璞
の

「筆
」

「江
賦
」
は
山
川
を
題
材
に
し

た
最
後
の
大
賦
と
評
さ
れ
る
。
時
代
に
逆
行
し

た
と
も
い
え
る
こ
の
賦
か
生
ま
れ
た
要
因
の

一
つ
と
し
て
、
國
譽
め
の
傳
統
を
受

け
繼
く
大
賦
を
必
要
と
し
た

「中
興
」
と
い
う
時
代
か
あ

っ
た
の
は
、
先
に
み
た

と
お
り
て
あ
る
。
た
か
、
そ
れ
と
同
時
に
、
も
う

一
つ
の
要
因
と
し
て
郭
璞
と
い

う
詩
人

の
特
性
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
「
江
賦
」

の
成
功
は
ひ
と
え
に
郭
璞
の

博
識
と
そ
の
表
現
力
に
か
か

っ
て
い
る
か
ら
て
あ
る
。
郭
璞
が

「江
」
の

「妙
」

を
と
の
よ
う
に
表
現
し
た
の
か
に

つ
い
て
は
前
章
に
見
た
の
て
、
こ
こ
て
は
そ
の

表
現
を
支
え
る
郭
璞
の
詩
賦
創
作

の
意
識
と
博
物
の
學
の
關
わ
り
に
つ
い
て
考
え

て
み
た
い
。

そ
の
手
か
か
り
と
し
て
、
ま
す
は
郭
璞
よ
り
少
し
後
の
代
表
的
賦
作
品
て
あ
る

孫
綽

「遊
天
台
山
賦
」
を
擧
げ
、

「江
賦
」
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
本
稿
の
は
し

め
に
、
東
晉
の
孚
ぱ
に
は
自
然
の
中
に

「
理
」
と
の

一
體
感
を
見
出
す

「美
」
の

感
得

の
し
か
た
が
あ

っ
た
こ
と
に
觸
れ
た
か
、
「遊
天
台
山
賦
」
に
は
ま
さ
し
く

そ
う
い
っ
た
美
意
識
か
反
映
さ
れ

て
い
る
。
そ
こ
に
は
こ
う
い
う
。

渾
萬
象
以
冥
觀
、
兀
同
體
於
自
然
。

萬
象
を

一
元
に
混
し
冥
觀
す
れ
は
、
茫
昧
の
う
ち
に
自
然
と

一
體
に
な
る
。

靈
妙
な
る
長
江

孫
綽
が
自
然
と

一
體
に
な
れ
る
の
は
、
自
身
か
そ
こ
に
到
逹
し
う
る
こ
と
を
信
じ

る
、

(玄
學
と
佛
學
を
總
合
し
た
)
哲
學
と
信
仰
の
う
え
に
立

っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
過
程
を
賦
に
そ

っ
て
読
明
す
れ
ば
、
ま
ず
老
荘
の

「象
外
の
説
」
や

佛
典
の

「無
生
の
篇
」
に
野
す
る
理
解
か
あ
り
、
そ
の

「
理
」

の
上
に
想
定
さ
れ

た
理
想
的
境
地
に
自
ら
の
精
紳
を
遊
ば
せ
、
そ
の
境
地
と

一
體
化
し
て
、

つ
い
に

ロ 
り

は
言
葉
や
形
象
を
こ
え
た

「玄
」
に
到
達
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
天
台

山
は
も
は
や
心
を
め
ぐ
ら
せ
る
た
め
の
媒
介
に
す
き
な
い
。

孫
綽
と
郭
璞
の
决
定
的
な
違
い
は
、
郭
璞
が
江
の

「妙
觀
」
へ
の
感
嘆
で
終
わ

っ

て
い
る
の
に
對
し
、
孫
綽

の
賦
で
は
自
身
か

「
冥
觀
」

に
蓮
し
さ
ら
に
道
を
體
得

ロあ
 

す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
點
に
あ
る
。
そ
の
差
は
景
物
の
描
冩
の
差
と
な

っ
て

表
れ
る
。
孫
綽
か
言
う
よ
う
に
自
然
と

一
體

に
な
る
に
は
ま
ず

「
冥
觀
」
か
必
要

ハが
ロ

な
の
た
か
、
李
善
に
よ
れ
ば

「冥
は
昧
な
り
」

て
あ

っ
て
、
靦
覺
的
な
美
を
と
り

さ

っ
た
と
こ
ろ
に
こ
そ

「冥
觀
」
か
存
在
す
る
。
從

っ
て
、
孫
綽
に
と

っ
て
、
天

台
山
の
美
し
さ
を
隅
々
ま
て
描
き
出
す

こ
と
は
さ
ほ
と
重
要
て
は
な
い
。
そ
れ
ら

を
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
か
最
終
的
な
目
標
た
か
ら
て
あ
る
。
こ
う
考
え
て
く
る
と
、

「江
賦
」

の
よ
う
な
山
水
の
大
賦
か
の
ち
に
現
わ
れ
な
か

っ
た
の
も
う
な
す
け
よ

う
。
玄
言
の
詩
賦
か
主
流
と
な
り
、
自
然
と
同
化
す
る
き

っ
か
け
と
し
て
詠
わ
れ

る
よ
う
に
な

っ
た
山
水
に
博
物
の
學
は
そ
れ
ほ
ど
必
要
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

て
は
な
ぜ
郭
璞
は
事
物
を
竝

へ
る
こ
と
に
こ
だ
わ

っ
た
の
か
。
先
に
見
た
よ
う

に

「
江
」

の
景
物
や
神
々
の
姿
は

『山
海
經
』
の
世
界
に
重
な
る
。
郭
璞
は

「庄

山
侮
經
敍
」
の
中
て

「鳴
呼
、
達
觀
博
物
之
客
、
其
鑒
之
哉

(あ
あ
、
「逹
觀
」

「博
物
」

の
人
と
い
う
も
の
に
し
て
よ
う
や
く
、

こ
の
書
に
鑒
み
る
こ
と
が
で
き

る
の
て
あ
る
な
あ
)」
と
い
う
。
「博
物
」
と

「
達
觀
」、

こ
れ
は
郭
璞

の
人
知
を

超
え
た
世
界
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
際
の
基
本
姿
勢
だ
と
い

っ
て
よ
い
。
「博
物
」

と
は
單
に
物
を
知

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
て
は
な
い
。
「博
物
」

で
あ
る
こ
と
に

五
五
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よ
っ
て
、
常
識
か
ら
す
れ
は
奇
怪

て
眞
實
た
と
思
え
な
い
事
象
も
、
あ
り
う
る
こ

と
と
し
て
認
め
る
こ
と
か
て
き
る
の
だ
。
ま
た
こ
の
世
の
事
象
を
知
り

つ
く
す
ご

 カ
 

と
は
、
さ
ら
に
奧
深
い
神
明
の
世

界
を
知
る
た
め
の
手
立
て
て
も
あ
る
。
も
う
少

し
具
體
的
に
設
明
し
よ
う
。
郭
璞

の
考
え
に
よ
れ
は
、
禪
域
に
あ
る
も
の
は
、
紹

え
す
感
應
し
變
化
す
る
。
例
え
は
、
「大
荒
東
經
」
の

「女
丑
」
の
注
に
は
こ
う

い
う
。即

女
丑
之
尸
。
言
其
變
化
無
常
也
。
然
則

一
以
渉
化
津
而
遯
紳
域
者
、
亦
無

往
而
不
之
、
觸
感
而
寄
迹
矣
。

つ
ま
り
、
女
丑
の
尸
で
あ
る
。
そ
の
變
化
か
極
ま
り
な
い
こ
と
を
い
う
。
ひ

と
た
ひ
變
化
の
渡
し
を
渉
り
、
紳
の
領
域
に
遁
れ
た
も
の
は
、
行
か
な
い
と

こ
ろ
は
な
く

(あ
ら
ゆ
る
方

向
に
變
化
し
て
ゆ
き
)、
も

の
に
感
し
て
は
そ

の
迹
を
寄
せ
る

(姿
を
變
え
る
)
の
て
あ
る
。

變
化
窮
ま
り
な
い
神
と
そ
れ
に
感
應
す
る
異
形
の
も
の
た
ち
の
い
る
空
閭
、
そ
れ

が
郭
璞
の
考
え
る
紳
域
な
の
て
あ

る
。
「博
物
」
と
は
そ
の
變
化
感
應
の
跡
を
た

ど
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
變
化
の
根
源
を
尋
ね
る
た
め
の
方
法
て
あ
る
。

た
か
、
そ
の
根
源
を
知
る
こ
と
か
て
き
る
の
は

「紳
域
」
に
達
す
る
こ
と
の
て

ハお
 

き
る
も
の
、
た
と
え
は

「紳
化
無
方
」
な
聖
人
て
あ

っ
て
常
人
て
は
な
い
。
で
は
、

凡
人
は
ど
う
す
る
か
。
「
逹
觀
」
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
常
理
を
超
え
た
世
界
を
認

め
る
し
か
な
い
の
て
あ
る
。
「海
外
東
經
」
の
庄
に
こ
う
い
う
。

逹
觀
之
客
、
宜
領
其
玄
致
、
歸
之
冥
會
、
則
逸
義
無
滯
、
言
奇
不
廢
矣
。

「
達
觀
」

の
人
よ
、
玄
妙
な

る
趣
旨
を
領
解
し
、
奧
深
い
と
こ
ろ
で
會
悟
さ

れ
よ
。
そ
う
す
れ
ば
隱
れ
た
意
義
も
滯
る
こ
と
な
く
明
ら
か
に
な
り
、
奇
怪

な
こ
と
を
述

へ
た
部
分
も
廢
さ
れ
る
こ
と
か
な
く
な
る
の
だ
。

郭
璞
は

「冥
會
」
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
千
變
萬
化
す
る
紳
々
の
世
界
を
理
解
し

よ
う
と
す
る
。
た
か
、
そ
れ
は
孫
綽
の
い
う

「冥
觀
」
と
は
異
な
り
、
『山
海
經
』

五
六

の
義
を
知
り
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
奇
怪
な
も
の
ご
と
を
事
實
と
し
て
認
め
る
こ
と

を
目
指
す
に
と
ど
ま
る
。
な
ぜ
な
ら
郭
璞
に
と

っ
て
、
魏
域
は
あ
く
ま
て
こ
ち
ら

岸
か
ら
眺
め
、
憧
れ
る
こ
と
し
か
て
き
な
い
場
所
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
る
か
ら
て

あ
る
。
『山
海
經
』
注
釋
に
見
え
る
こ
の
よ
う
な
世
界
觀
か

「
江
賦
」
の
中
に
も

認
め
ら
れ
る
こ
と
は
先
に
見
た
と
お
り
て
あ
る
。
「
江
」
は
神
か
姿
を
あ
ら
わ
し
、

そ
れ
に
感
化
さ
れ
た
異
形
の
物
の
住
ま
う
場
所
て
あ

っ
て
、
そ
こ
は
や
は
り
靈
域

と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
か
、
そ
の
先
に
あ
る
で
あ
ろ
う
神
域
に
人

(郭
璞
)
は
踏

み
込
め
な
い
。
そ
の
意
味
て
、
「
江
」
は
郭
璞
に
と

っ
て
も
う

一
つ
の
境
界
て
あ

っ

た
と
も
い
え
る
。

こ
の
場
合
は
、
華
と
夷
の
境
界
て
は
な
く
、
紳
域
と
入
域
の
境

界
て
あ
る
。
碑
域
に
踏
み
込
め
な
い
か
ゆ
え
に
、
郭
璞
は

「達
觀
」
し
、

一
歩
手

前

(境
界
)
か
ら
見
た

「妙
」
に
感
嘆
す
る
し
か
な
い
。
「
江
賦
」
の
結
ひ
の
直

前
、
「神
話

・
傳
読
」
を
列
擧
す
る
段
に
は

「駭
き
」
「識
り
」
「壯
と
し
」
「悍
と

し
」
「悲
し
み
」
「嘆
き
」
「想
い
」
「
感
し
」
「愍
む
」
と
い
っ
た
言
葉
か
竝

へ
ら

れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
情
感
の
末
に
江
の

「妙
觀
」
を

「考
」
え
、
そ
の

「妙
」

を
言
葉
に
よ
っ
て
て
き
る
か
ぎ
り
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
の
か
、
郭
璞
な
の
て
あ

る
。で

は

「
江
賦
」
に
い
う
長
江
の

「妙
觀
」
と
は
何
か
。
「妙
觀
」
と
い
う
語
は
、

「
妙
觀
を
碑
州
に
作
る
」

(虞
繁

「
蜀
葵
賦
」
)
「
妙
觀
を
太
清
に
顯
す
」
(孫
楚

「韓
王
臺
賦
」
)
な
と
の
例
か
示
す
よ
う
に
、
靦
覺
に
う
っ
た
え
か
け
る
す
ば
ら
し

お
 

い
景
觀
を
い
う
こ
と
か
多
い
。
孫
綽
の
使
う

「
冥
觀
」
と
、
あ
る
種
の
紳
祕
性
を

俘
う
點
は
共
遖
し
て
い
て
も
、
そ
れ
か
具
象
性
を
俘
う
か
ど
う
か
と
い
う
點
で
は

ち

ょ
う
ど
反
封
の
方
向
に
あ
る
。
ま
た
、
「妙
」
と
い
う
語
を
郭
璞
は

「
遊
仙
詩
」

(『初
學
記
』
巻
二
三
)
の
中
て
こ
う
使

っ
て
い
る
。

明
道
雖
若
昧

明
道
は
昧
き
か
若
し
と
雖
も

其
中
有
妙
象

其
の
中
に
妙
象
有
り



孫
綽
か

「
萬
象
を
渾
」
ず
る
こ
と

て

「
冥
觀
」
し
た
の
に
對
し
、
郭
璞
は
そ
の

「象
」
を

一
つ
一
つ
は
っ
き
り
と
確

か
め
る
こ
と
て

「妙
」
を
感
じ
る
。
「
遊
天
台

山
賦
」
で

「有
」
を

「玄
」
に
至
る
手
段
に
す
ぎ
な
い
と
み
な
す
孫
綽
と
は
逆
に
、

郭
璞
は
有

の
世
界
を
で
き
る
限
り
極
め
よ
う
と
す
る
の
だ
。

つ
ま
り
、
象
を
妙
と

し
て
た
の
し
み
、
そ
の
奥
に
あ
る
理
を
感
得
す
る
。
そ
れ
か
郭
璞
に
と

っ
て
の

「妙
觀
」

で
あ
り
、
文
字
に
よ

っ
て
表
現
す

べ
き
も
の
だ

っ
た
の
て
は
あ
る
ま
い

か
。詩

賦

の
創
作

に
つ
い
て
郭
璞
自
身
か
と
う
考
え
て
い
た
か
を
示
す
記
録
は
み

つ

か
ら
な
い
か
、
「筆
贊
」
(『藝
文
類
聚
』
卷
五
八
)
に
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

經
緯
天
地

天
地
を
經
緯
し

錯
綜
羣
藝

羣
藝
を
錯
綜
す

ハむ
り

こ
の
贊
に
は
、
『
易
』
の
表
現

か
多
用
さ
れ
て
お
り
、
筆

(文
字
)
に
、
易
の

卦
爻

に
次
く
力
を
認
め
て
い
る
と

い
っ
て
よ
い
。
姉
靈
の
世
界
に
通
し
て
い
る
聖

人
は
卦
爻
を
作
り
出
し
て
變
化
を
あ
ら
わ
し
た
。
常
人
は
そ
れ
に
及
ぶ
べ
く
も
な

い
が
、
筆
を
使

っ
て
天
地
萬
物

の
變
化
し
形
を

つ
く

っ
て
ゆ
く
さ
ま
を
描
き
出
す

こ
と
か
て
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

「
贊
」
で
あ
る
か
ら
誇
張
さ
れ
た

表
現

て
は
あ
る
が
、
郭
璞
の
認
識
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
變
わ
り
は
あ
る
ま
い
。

こ
れ
は
郭
璞

の
庄
釋

・
創
作
活
動

に
共
通
す
る
姿
勢
た
と
い

っ
て
よ
い
た
ろ
う
。

實
際
、
『
山
海
經
』
庄
や

「江
賦
」

は
ま
さ
し
く
、
「
天
地
を
經
緯
し
、
羣
藝
を
錯

綜
」
し
よ
う
と
す
る
も
の
て
あ
る
と
言
え
る
。
た
し
か
に
、
郭
璞
に
と

っ
て
究
極

の
と
こ
ろ

「妙
は
之
を
言
に
盡
く
す

へ
か
ら
ず
」
で
あ

っ
た
。
た
か
、
郭
璞
は
や

は
り
妙
を
書
き
つ
く
そ
う
と
す
る
。
そ
の
限
界

へ
の
挑
戰
か
ら
生
ま
れ
た
の
か
郭

璞

の
言
葉
て
あ

っ
て
、
『
山
侮
經
』
庄
か
、
物
の
變
化
の
跡
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
「靈
」
性
を
人
の
知
り
う
る
極
限
ま
て
探
ろ
う
と
す
る
作
業
で
あ

っ

た
と
す
れ
ば
、
「江
賦
」
は
江
水

の
靈
氣
を
可
能
な
か
ぎ
り
文
字
に
よ

っ
て
具
象

靈
妙
な
る
長
江

化
し
、
そ
こ
か
ら
た
ち
現
れ
る

「妙
」
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
試
み
て
あ

っ
た
と

み
て
よ
か
ろ
う
。お

わ
り
に

『南
齊
書
』
卷
五
二
文
學
傳
論
に
は
、
五
言
詩
の
變
遷
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に

い
う
。江

左
風
味
、
盛
道
家
之
言
、
郭
璞
擧
其
靈
變
、
許
詢
極
其
名
理
、
仲
文
玄
氣
、

獪
不
盡
除
、
謝
混
情
新
、
得
名
未
盛
。

江
東
の
氣
風
て
は
、
道
家
の
言
か
貴
ば
れ
、
郭
璞
は
そ
の
靈
變
を
擧
げ
、
許

詢
は
そ
の
名
理
を
極
め
た
。
殷
仲
文
の
玄
氣
は
、
ま
だ
こ
と
ご
と
く
は
除
か

れ
す
、
謝
混
は
新
た
な
境
地
を
開
い
た
か
、
名
聲
を
得
る
に
は
い
た
ら
な
か

っ

た
。

道
家
の
言
の
表
現
方
法
に
お
い
て
、
郭
璞
と
許
詢
を
對
照
さ
せ
て
論
し
て
い
る
の

だ
か
、
許
詢
か
名
理
を
極
め
た
と
い
う
の
は
、
莊
老
の
理
を
説
く
所
謂
玄
言
詩
の

こ
と
を
指
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
て
は

一
方
の

「郭
璞
、
其
の
靈
變
を
擧
げ
」

と
は
何
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

「靈
變
」
と
は
、
阮
籍
か

「靈
變
脚
化
者
、
非
局
器
所
能
察
矣

(靈
變
神
化
は
、

度
量
の
狹
い
者
の
察
す
る
こ
と
の
て
き
る
も
の
て
は
な
い
)」
(答
伏
義
書
)
と
い

い
、
郭
璞
自
身

「伯
者
小
人
、
雖
罪
在
未
允
、
何
足
感
動
靈
變
、
致
若
斯
之
怪
邪
。

(伯
は
と
る
に
た
ら
ぬ
者
で
す
か
ら
、
處
罰
か
適
切
て
な
か

っ
た
と
は
い
え
、
と

う
し
て
感
應
を
お
こ
し
靈
妙
な
變
化
を
現
わ
し
、
こ
の
よ
う
な
怪
異
を
お
こ
す
こ

と
か
て
き
ま
し
ょ
う
か
)
」
(『晉
書
』
卷
七
二
郭
璞
傳

卒
刑
疏
)
と
使
う
言
葉

で
あ
り
、
人
爲
の
及
ば
な
い
鼬
妙
な
る
變
異
の
こ
と
を
い
う
。
と
す
れ
は
、
郭
璞

は
莊
老
の
理
を

「靈
變
」
と
い
う
具
象
を
擧
げ
る
こ
と
に
よ

っ
て
表
現
し
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
た
ろ
う
。
許
詢
か
抽
象
的
議
論
を
展
開
し
た
の
に
對
し
、
郭
璞
は

五
七



日
本
中
國
學
會
報

第
五
十
五
集

具
象
化
す
る
こ
と
に
よ

っ
て

「
道
」
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

さ
て
、
蕭
子
顯
の
い
う

「郭
璞
、
其
の
靈
變
を
擧
げ
」
は
五
言
詩
に
つ
い
て
の

評
價
て
は
あ
る
か
、
こ
れ
は
賦
に
も
共
逋
す
る
特
徴
だ
ろ
う
。
「靈
變
」
を
竝
べ

る
と
い
う
こ
と
に
か
け
て
は
、
む
し
ろ
賦
の
方
に
こ
そ
ぴ

っ
た
り
あ
て
は
ま
る
。

郭
璞
は

「江
賦
」
に
長
江
の
靈
變
を
謳
い
あ
げ
た
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
そ
れ
ら

の
靈
變
は
長
江
流
域
を
お
お
う
靈
運
の
妙
象
だ
と
い
え
る
。
郭
璞

の
辭
賦
が

「中

興
の
冠
た
り
」
(『晉
書
』
郭
璞
傳
)
と
稱
さ
れ
た
の
も
、
中
興
前
後
の
江
南
の
地

の

「靈
變
」
を

「妙
象
」
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
に
徹
し
、
そ
れ
に
成
功
し
た
か

ら
で
は
な
い
た
ろ
う
か
。

こ
れ
ま
で
述

べ
て
き
た
よ
う
に
、
郭
璞
の
詩
賦
は
靈
妙
な
る
變
化
の
跡
を
文
字

に
よ
っ
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
も

の
た
と
言

っ
て
よ
か
ろ
う
。
た
た
、
そ
の
表
現

力
は
ど

の
作
品

に
お
い
て
も

一
樣

に
發
揮
さ
れ
る
わ
け
て
は
な
い
。
郭
璞
は

「遊

ロ 
ロ

仙
詩
」

に
お
い
て
は
、
「
吾
か
生
は
獨
り
化
せ
す
」
と
登
仙
で
き
な
い
悲
哀
を
う

た
う
。
遷
化

の
可
能
性
を
自
身
に
照
ら
せ
は
、
そ
の
逹
し
か
た
さ
を
感
じ
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
か
ら
て
あ
る
。
そ
れ

に
對
し
、
「江
賦
」
は
司
馬
睿
、
す
な
わ
ち
紳

域
を
知
る

べ
き
聖
君

へ
の
讚
歌
と

い
う
枠
組
み
を
持

つ
か
ゆ
え
に
、
か
え

っ
て
靈

變
の
數

々
を
存
分
に
表
現
し
え
て
い
る
。
郭
璞

の
筆

は
、
「江
賦
」
と
い
う
表
現

の
場
を
得
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
靈
妙
な
る
繭
域

の
美
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
描
き

出
す
こ
と
か
で
き
た
の
で
あ
る
。

庄(1
)

郭
璞

「
江
賦

」

の
敍
法

に

つ
い
て
は
、
佐
竹

保
子

「
疾

走
す

る
逸
民
-

郭

瑛

「江
賦
」
の
敍
法
」
(『中
國
文
學
報
』
第
五
八
册

一
九
九
九

の
ち

『
西
晉
文
學

論
』
〔汲
古
書
院

二
〇
〇
二
〕
收
載
)
に
詳
細
な
分
析
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
佐

五
八

竹
論
文

に
指
摘
さ
れ

て
い
る

「
江
賦
」

の
敍
述

の
特
異
性

か
、

と

の
よ
う

に
郭
璞

の

世
界
觀

と
結

ひ

つ
い
て
い
る
か
を
中
心

に
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
す

る
。

(
2
)

例

え
ば
、
『
世

説
新
語
』
言
語

二

・
肥

「
顧
長
康
從
會
稽

邇
、

人
問
山

川
之
美
、

顧

云

『
千
巖
競
秀
、
萬
壑
爭
流
、
草

不
蒙
籠
其
上
、
若
雲
興
霞
蔚
』
」

(
3
)

『
世
読
新

語
』

言
語
第

二

。
31
に
も
同
し
話
を
載

せ
る
か
、

そ

こ
て
は

「
擧
目
有

江
河
之
異
」

の
部
分
を

「
正
自
有
山
河
之

異
」

に
作

る
。

(4
)

蓮
鎭
標

『
郭
璞
研
究
』

(上

海
三
聯
書
店

二
〇
〇
二
)
第
五
章

二
四
六
頁
。

「
爲
了
蟹

助
東
晉
政
樒
爭
得
華

夏
文
化
+
工
導
椹
、

從
而
維
護
其
政
治

・
文
化
的

正
統

地
位
、
・

・
郭
璞
必
須
找
到
象
徴
華
夏
正
統
文
化
的
人
文

・
自
然
景
觀
加
以
歌
頌
」

(
5
)

興
膳
宏

「詩
人
と
し

て
の
郭
瑛
」

(『
中
國
文
學
報
』

第

一
九
册

一
九

六
三

の

ち

『
亂
世
を
生

き
る
詩
人

た
ち
1
六
朝
詩
人
論

1
』

〔研
文
出
版

二
〇
〇

一
〕
收

載
)

(
6
)

「
江

河
」

は
、
長

江
と
黄
河
と
も
讀
め

る
。
そ

の
場
合
、

長
江
を
黄
河

と
竝
ぶ
も

の
と
稱

揚
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
。

た
だ
、
最
後

に
い
き
な
り
黄

河
を
も
ち
だ
す

の

は
唐

突

で
あ

る
よ
う
に
も
思

わ
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
「
江
河
」

の

「
河
」

は
押
韻

の

必
要
上

そ
え
ら
れ
た
も

の
と
み
な
し
、
長
江
を
指
す
と
考
え
た
。

(
7
)

『
文
心
雕
龍
』
才
略
篇

に
は

「南
郊
賦
」
を
評
し

て

「
穆
穆
以
大
觀
」

と
い
う
。

(
8
)

金
子
修

一

「
漢
唐
間

に
お
け

る
皇
帝

祭
祀

の
推
移
」

(
小
林
彪

・
金

子
修

一
・
渡

邊
節
夫

編

『王
權

の

コ
ス
モ
回
ジ
ー
』
弘
文
堂

一
九
九
八
)

一
九

三
頁
。

(9
)

『建

康
實
録
』
卷
五

「
(太
興
二
年
、
)

是
歳
、
作
南
郊
、
在
宮
城
南
北
十
五
里
、

郭
璞

ト
立
之
」
。

(10
)

天
澄
其
氣
、

日
朗
其
精
。
飛
廉
鼓
舞
於
八
維
兮
、
豊
隆
撃
節
於
九
冥
。

祝
融
穆
清

而
肅
侍
兮
、
陽
侯
澹
以
中
停
。
郊
寰
之
内
、
區
域
之
外
、
雕
題
卉
服
、
被
髪
左

帶
、

駿
奔
在
壇
、
不
期
而
會
。
峩
峩
羣
辟
、
蚩
蚩
黎
庶
、
翹
懷
聖
猷
、
思
我

王
度
。

事
崇

其
簡
、
服
爾
其
素
。
化
無
不
融
、
萬
物
自
鼓
。
(
『藝

文
類
聚
』
巻
三
八
)

(11
)

東
晉

の
都
を
詠

ん
だ
も

の
に
、
庚
闡
、
曹
眦

の

「楊
都
賦
」

が
あ
る
。
曹
眦

の
作

は
四
字

を
殘
す

の
み
で
制
作
時
期

も
分
か
ら

な
い
。
庚
闡

「
楊
都

賦
」

に
は
、

「
中



宗
」

(元
帚
司
馬
睿

の
廟
號
)

の
語
か
あ

る

こ
と
か
ら
、

明
帝

期
以
降

の
作

で
あ

る

こ
と

は
確
か

で
あ
る
。

ま
た
、

『
世
読
新
語
』

(文
學
第

四

・
77

・
79
)

の
庚
亮

や
謝

安

が

「
楊
都
賦
」
を

評
し
た
と

い
う
逸
話
を
信
し

る
と
す

れ
ば
、

庚
闡

の
晩
年
、
東

晉
成
帝

の
こ
ろ
と

い
う

こ
と
に
な
ろ
う
か
。

(
12
)

拙
稿

「
郭
璞
説
話

の
形
成
」
(
『
中
國
文
學
報
』

第
五
九
册

一
九
九
九
)

(
13
)

黄
河
は
早
く
か
ら

「靈
川
」

と
う
た
わ
れ

て
い
た
。
例

え
ば
、
應

暘
に

「靈
河
賦
」

(『
藝
文
類
聚
』
卷

八
引
)
か
あ
る
。

(
14
)

こ
の
時
期
、
郭
璞

の
賦

と
同

樣

の
役
割
を
も

っ
た
も

の
と

し
て
、

王
虞
「
白
免
賦
」

「
中

興
賦

」
か
あ
げ
ら

れ
よ
う
。

「中

興
賦
」

に

つ
い

て
は
、

『
晉
書
』
卷
七

六
王
虞

傳

に

「
及
帝
即
位
、
廩

奏
中
興
賦
」

と

い
う
が
、

賦
自
體

は
現
存

し
な

い
。

「
白
免

賦
」

に

つ
い
て
は
、
『
藝

文
類
聚
』

卷
九
五

に

「白

免
賦
序
」
、

『
初
學
記
』
卷

二
九

に

「
免
賦
」
を
收

め
る
。

(
15
)

例
え
ば
、

『
國
語
』
周

語
下

「
川
、

氣
之
導
也
」
。

ま
た
、
『
管

子
』
水
地
篇

「
水

者
地
之
血
氣
、
如
筋
脈
之

逋
流
者
也

」。

(
16
)

例
え
ば
、

「
確
石
贊
」

(
『
藝
文
類
聚

』
巻
六
)

に

「
氣
有
潛
通
、

數
亦
冥
會

」
と

い
う
。
ま
た
、
先

に
引
い
た

「南
郊
賦
」

も

こ
れ
を
述

へ
た
も

の
て
あ
る
。

(
17
)

W
の
部
分

の
特
殊
性

に

つ
い
て
は
、
前
掲
佐
竹
論
文

に
詳
し

い
。

(
18
)

佐
竹
氏
前
掲
論
文
參

照
。

(
19
)

た
し
か

に
、
枚
乘

「七

發
」

は
比
喩

に
よ

っ
て
波
濤

の
形
状
を
美

し
く
再
現
し

て

い
る
が
、

そ
れ

は
あ

く
ま

て
鑑
賞

の
對
象
と
し

て
の
景
觀

(天
下

の
怪
異
詭
觀

)

の

描
寫

で
あ
る
。
ま

た
、
木
華

「
海
賦
」

て
は
、
神

の
い
か

り
に
ふ
れ
た

「
廓
如
靈
變
、

惚
祝
幽
暮
」
と

い
う
状
況
下

で

「跣
陣
湛

漢
、
沸
潰
渝
溢
。
濯

濟
漢
渭
、
蕩
雲
沃

日
」

と
擬
態
語
か
多
用
さ

れ
る
な
と
、

比
喩
表
現
と
擬
態
語
か
相
互
補
完
的
作

用
を
果
た

し

て
い
る
。
碑
靈

に
對
す

る
畏
怖

感
な
と
具
象
化

の
困
難
な
も

の
を
表
現
す

る

に
あ

た

っ
て
擬
態
語
が

よ
り
效
果
的

に
用

い
ら
れ

て
い
る
よ
う

に
思
わ

れ
る
か
、
詳

し

い

分
析
は
今
後

の
課
題

と
し
た
い
。

(
20
)

『
山
海
經
』

中
山
經

の

「
洞
庭
之
山

…
帝
之

二
女

居
之

」

の
郭

注

に

「
二
女

靈

靈
妙
な
る
長
江

達
、
鑒
通
無
方
L
と

い
い
、
同

「
澄

玩
之
風
、
交
瀟
湘
之
淵
」

の
庄
に

「此

言
二
女

遊
戯

江
之
淵
府
、
則
能
鼓
三
江
、
令
風
波
之
氣
共
相
交

通
、
言
其
靈
響
之
意
也
」

と

い
う
。
ま
た
、
「
遊
仙
詩
」
其
六

(『
文
選
』
卷

二

一
)

に
は

「陵
陽
据
丹
溜
、
容
成

揮

玉
杯
。
旭
娥
揚
妙
音
、
洪
崖
頷
其
顴
」
と

い
う
。

(
21
)

「
吾
子
」

の
解
釋

に

つ
い
て
は
、
「
王
念
孫
日
、
若
吾
之
所
傳
、
吾
者
、
東

呉
王
孫

自

謂
也

。
吾
下
子
字
、
後
人
妄
加
之
耳
」

(『
文
選
李
庄
義
疏
』
卷
五
)

に
從

っ
た
。

(22
)

郭

璞

は
實
際

に
川

の
流
れ
を
細

か
く
檢

證
し

て
い
る
。

『
隋
書
』

經
籍
志

に
は
郭

璞

『
水
經
注
』
三
卷
を
著
録
す

る
。

こ
の
書

の
眞
僞

に

つ
い
て
は
定
か

で
な

い
か
、

郭
璞

か

『
爾
雅
』
や

『
山
海
經
』

の
注
釋

の
中

で
水
賑

に
細

か
な
注
を
施
し

て
い
る

こ
と
は
確
か

て
あ

り
、
『
水
經
』

の
庄
釋
者

に
な
ぞ
ら
え
ら
れ

た
の
も
故

な
き

こ
と

て
は
な

い
。

な
お
、

『
山
海
經
』

庄
や

『
爾
雅
』

注

に
は
伏
流

に

つ
い

て
も
詳
細
な

庄

が
あ

る
。
例

え
ば
、
『
爾
雅
』

釋
水

「
漢
大
出
尾
下

」
庄

「
今
河
東

扮
陰
縣
有
水

口
如
車

輪
許
、

濆
沸

涌
出
、

其
深
無
限
、
名

之
爲

燐
。
馮
翊
部
陽
縣
復
有
漢
、
亦
如

之
。
相
去
數
里
而
夾
河
、
河
中

渚
上
又
有

一
漢
、
漢
源
皆
僭
相
逋
」
。

(
23
)

明

の
姚
旅

『
露
書
』
卷

五
に

「
江
只
跨
梁
荊
揚
三
州
、
亦
不
注
於
五
湖
」
と

い
い
、

錢
鍾
書

『
管
錐

編
』

(
全
晉
文
巻

=

一〇
)

は
こ
れ
を
受
け

て
、
「
具
徴
左
思

『
三
都

賦

・
序

』
所

譏

「假

稱
珍
怪

」
「
匪
本

匪
實
」
、
幾

如
詞
賦
家
之
痼
疾
難
廖
矣
」
と

い

う
。
ま

た
、
連
氏

『
郭
璞
研
究
』
も

こ
れ

に
與
す
る
。

(
24
)

佐
竹
氏
前
掲
論
文
。

(
25
)

散
以
象
外
之
説
、
暢

以
無
生
之
篇
。
悟
遣
有
之
不
盡
、

覺
渉
無
之

有
間
。

泯
色
空

以
合
跡
、
忽
即
有
而
得
玄
。

釋
二
名
之
同
出
、
淌

一
無
於

三
幡
。
恣
語
樂
以
終
日
、

等
寂
默
於
不
言
。
渾
萬
象
以
冥
觀
、
兀
同
體
於

自
然
。

(
26
)

牟
ぱ
公
的

な

「江
賦
」

と
個
人

の
遊
覽

の
樂
し

み
を
詠

う

「
遊
天
台
山
賦
」

に
差

か
あ

る
の
は
當
然
か
も
し
れ

な
い
。
だ

が
、
「
巫
威
山
賦
」

「
鹽
池
賦

」
な
ど

の
賦

て

も
、
作
者
郭
璞

は
あ

く
ま
で
も
觀
察
者
秉
解
釋
者

(萬
物

の
生
成
變

化

の
不
思
議

に

驚
嘆
す

る
人

間
σ

と
い
う
立
場
を
く
ず
さ
な
い
。

(
27
)

冥
昧
也
、

言
不
顯
硯
也
。

五
九
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(
28
)

同
し
く

「
注
山
海
經
敍
」

に

「
是
故
聖
皇
原
化

以
極

變
、
象
物
以
應
怪
、
鑒
無
滯

瞶
、
曲
盡
幽

情
」

と
い
う
。

(
29
)

例
え
ば
、
大
荒
東
經

黒
齒
之
國

「
帝
俊

生

黒
齒
」

の
注

に

「
聖
人
坤
化
無
方
。

故
其
後
世
所
降
育
、
多
有
殊
類
異
状
之
人
」

と

い
う
。
ま
た
、
海

外
南
經

「
騨
靈
所

生
、
其
物
異
形
、
或
夭
或
壽
。
唯
聖
人
能

通
其
道
」

の
庄

に

「
言
自
非
窮
理
盡
性
者
、

則
不
能
原
極
其
情

状
」

と
い
う
。

(
30
)

虞
繁

「
蜀
葵
賦
」

「作
妙
觀
於
鱆
州
、
扇

令
名

於
東
京
」

(『
藝
文
類
聚
』
卷

八

一
)、

孫
楚

「
韓
王
臺
賦
」

「歴
千
載
而
特
立
、

顯
妙
觀
於
太
清
」

(『
藝
文
類
聚
』
卷
六

二
)

(
31
)

全
文

は
、

「
上
古
結
繩
、

易
以
書
契
。

經
緯
天
地
、

錯
綜
羣
藝
。

日
用
不
知
、

功

蓋
萬
世
」
。

そ
の
う
ち
、

「上
古
結
繩

、
易
以
書
契
」

は

『
易
』
繋
辭
下
傳

の

「上

古

結
繩
而

治
、
後
世
聖
人
易
之

以
書
契
」

に
、
「
錯

綜
」

の
語
も
繋
辭

上
傳

「
參
伍

以

變
、
錯

綜
其
數
」

に
見

え
る
。
ま
た
、

「
日
用
不

知
、
功
蓋
萬
世
」

は
、
繋
辭
上

傳

の

コ

陰

一
陽
之
謂
道
。

百
姓

日
用
而
不
知
、
故
君
子
之
道
鮮
矣
」
を
襲
う
。

(
32
)

「
遊
仙

詩
」
其

四

「
准
海
變
微
禽
、

吾
生
獨
不
化

」
。

な
お
、

「
遊
仙
詩
」

に

つ
い

て
は
、
拙
稿

「
郭
璞

『
遊
仙
詩
』

の
孤
立
」

(『
東
方
學
』
第

一
〇

一
輯

二
〇
〇

一
)

に
迹

へ
た
。

六
〇


