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宋
祁
と
古
文

【
要
旨
】

『新
唐
書
』
の
編
修
者
と
し
て
知
ら
れ
る
北
米
の
宋
祁

(九
九
八
～
一
〇
六

一
)
の
場

合
を
例
と
し
て
'
詩
文
や
筆
記
等
の
資
料
か
ら
'
そ
の
文
学
観
'
特
に
古
文
や
唐
代
文
学

の
受
容
の
様
相
を
中
心
に
検
討
し
､
彼
を
含
ん
だ
北
宋
仁
宗
期
に
お
け
る
文
学
の
あ
り
方

の
一
側
面
に
つ
い
て
考
え
る
｡

『新
唐
書
』
の
編
修
は
､
古
文
復
興
と
い
う
大
き
な
流
れ
と
も
関
わ
っ
て
い
た
と
思
わ

れ
る
が
､
ま
た
宋
祁
自
身
に
も
､
文
章
修
行
の
た
め
の
よ
い
機
会
を
与
え
る
こ
と
に
も
な
っ

た
ら
し
く
'
彼
は
'
『
新
唐
書
』
の
編
修
に
従
事
し
た
十
年
余
り
の
間
に
数
多
-
の
文
章

を
読
ん
で
熟
考
す
る
こ
と
に
よ
り
､
あ
ら
た
め
て
文
章
を
書
く
こ
と
の
難
し
さ
を
痛
感
し
､

さ
ら
に
自
分
が
五
十
歳
以
前
に
書
い
た
他
人
を
模
倣
す
る
ば
か
り
の
文
章
を
恥
じ
て
､
文

体
の
個
性
の
重
要
性
に
気
づ
い
た
と
述
べ
て
い
る
｡
さ
ら
に
宋
祁
が
文
章
の
独
創
僅
を
垂

視
す
る
の
は
､
自
己
の
文
章
制
作
に
つ
い
て
だ
け
で
は
な
く
､
過
去
の
作
者
に
よ
る
既
存

の
文
章
を
批
評
す
る
場
合
に
も
共
通
し
て
お
り
'
そ
の
際
'
と
り
わ
け
独
創
性
の
高
い
文

章
の
作
者
と
し
て
､
韓
愈
に
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
宋
祁
及
び
彼
と
同
時

代
に
活
動
し
'
彼
の
身
近
に
い
た
人
物
で
も
あ
り
､
か
つ
当
時
に
お
け
る
古
文
復
興
の
代

表
的
な
人
物
で
も
あ
る
欧
陽
修
は
､
彼
ら
の
古
文
制
作
に
お
い
て
'
韓
愈
以
来
の
遺
続
の

継
承
と
し
て
の
意
義
を
意
識
し
っ
つ
も
'
む
し
ろ
へ
そ
れ
ま
で
の
諸
家
を
ふ
ま
え
つ
つ
'

そ
れ
ら
を
止
揚
し
た
独
創
的
な

｢自
立
之
言
｣
｢
l
家
之

言

｣
を
生
み
出
す
こ
と
を
強
調

し
'
宋
祁
に
近
似
す
る
態
度
を
と
っ
て
い
る
｡
韓
愈
ら
に
よ
る
復
興
の
後
､

一
日
▲は
廃
れ

た
古
文
は
､
こ
の
北
末
期
に
欧
陽
情
ら
に
よ
っ
て
再
び
復
興
さ
れ
た
が
､
そ
れ
は

｢古
｣

や
唐
代
の
1;Ir
文
を
単
純
に
模
倣
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
'
｢占
｣
か
ら
の
儒
教
的

理
想
の
継
承
を
前
提
と
し
つ
つ
も
､
そ
の
文
章
表
現
に
お
い
て
は
t
よ
り
自
由
な
個
性
を

発
揮
す
る
こ
と
を
志
向
し
､
そ
れ
は
さ
ら
に
次
代
以
降
の
人
々
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
'
豊

か
な
実
り
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

湯

浅

陽

子

は
じ
め
に

後
世
に
お
い
て
は
'
北
末

の
宋
祁

(九
九
八

～
一
〇
六

一
)
と
い
う
人
物

に

つ
い

て
､
『
新
唐
書
』

の
編
修
者
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
が

一
般
的

で
あ
ろ
う
し
､
『
新
居

書
』

の
な
か
で
も
､
特

に
そ
の
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
る
伝

の
部
分
の
編
修
が
､

彼

の
残
し
た
事
績
と
し
て
は
､
お
そ
ら
-
最
大

の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
｡
だ
が
､

そ
の

一
方

で
､
『
新
唐
書
』

の
編
修
か
ら
離
れ
て
､
古
文
家
あ
る
い

は
文
学
作
品
の
作
者
と
し
て
の
面
か
ら
彼
を
評
価
す
る
こ
と
は
'
ご
-
少
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
し
､
さ
ら
に
ま
た
彼

の
文
学
観
や
文
学
論
を
取
り
上
げ

て
検
討
を
加
え

る
こ
と
も
'
や
は
り
め

っ
た
に
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

つ
ま
り
､
文
学
作
品

の
作
者
と
い
う
面

に
お
い
て
は
､
彼
は
か
な
り

マ
イ
ナ
ー
な
存
在

で
あ
る
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
｡

し
か
し
'
宋
祁
と
い
う
人
物
が
官
僚
と
し
て
ま
た
史
官
と
し
て
活
動
し
て
い
た
時

期
に
は
､
古
文
運
動
や
､
西
山昆
体
を
超
え
た
新
し
い
詩
風
の
追
及
と
い

っ
た
文
学

の

上

で
の
新
し
い
動
き
が
ま
さ
に
起

こ

っ
て
い
た
の
で
あ
り
､
そ
の
動
き
の
中
心
に
い

た
欧
陽
傾
ら
は
彼

の
ご
く
身
近

に
い
た
人
物
な
の
で
あ
る
｡
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
､

宋
祁

の
残
し
た
詩
文
や
､
ま
た
関
連
す
る
資
料
を
も
と
に
そ
の
文
学
観
を
検
討
す
る

こ
と
は
､
当
時

の
文
学

の
新
し
い
動
き
の
先
頭
に
い
た
と
目
さ
れ
､
従
来
研
究
が
進

め
ら
れ
て
き
た
人
物
'
例
え
ば
欧
陽
情
ら
に
つ
い
て
の
考
察
を
よ
り
深
い
も
の
に
し

て
い
-
た
め
の
､
参
考
と
な
し
得
る
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
当
時

の
詩
文

▲
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に を 文 で 孤 を

つ 中 や 活 立 牽
い 心 筆 勤 し 引
て に 記 し た す

考 検 等 て 存 る

え 討 の い 在 位
て し 資 た で 置
み ､料 の あ に

た 彼 か だ っ あ

い を ら か た っ

○

含 ､ら わ た

ん そ
○

け 欧
だ の そ で 陽
北 文 こ は 情
宋 学 で な ら

仁 観 以 く と

宗 ､下 ､い

期 特 で 常 え
に に は に ど

お 古 ､周 も

け 文 末 囲
､

る や 祁 の そ

文 唐 の 人 の

学 代 場 々 時
の 文 合 と 代
あ 学 を の に

り の 例 関 お

方 受 と わ い

の 容 し り て
-

の て の 決
側 様 ､な し

面 相 詩 か て

室空室春雪喜貰望毒表芸至吾妻寄-
( が も そ 北

史 王 中 他 修 官 は 『

(⊃

『
つ 茸 相

､編
』

れ そ 纂

格 る 分 し ま は 規 し の そ ま 易
別 こ に ､す 明 則 い 優 の す に 仁
の と 独 欠 と ら が も れ 君

○

訳 宗 を 憤 蓋 に に 其 臣 若 補 失 衰 臣
理 が 自 失 こ か 無 の た 臣 心 せ に 成 謬 し 法 ､の 公 有 緯 中 之 公
由 で の し ろ な く で と の の ば 上 す を 又 無 宜 君 亮 待 閲 ､蹟 亮
が き 見 て ､も ､あ こ 事 内 お 奏 の 却 た く し 臣 言

○

亡 文
､土

ぁま識いまの詳りろ跡におす至正百､く行ふ ､采輿ao
つ し を る た で 細 ま と の 思 よ る 難 し 有 詳 其 事

○

割 不 其 窺
た た 有 こ 百 は さ す と -

い そ た
､

､五 略 れ の 窺 正 明 典 惟

号=o言妄享t(il晶Loた語手1oj'監理亨左琶票琵だ歪妄義誓

書萱蔓琴室重量差妻藁真裏重苦墓室軸喜
:r:!il-

l:''i'･;主;
I",

{ミ.H'iL.,-LiI:T.F; i㌶し､て'こ;[''.'!主･Ti･.琵n.1読
ぬ る い 残 お 文

)

さ ､三 公 っ と 闘 事
○

章 三
○

得 紀 終
困 べ て ら り 章 記 れ そ 百 亮 て 篤 亡 賓 而 制 百 成 以 次､
難 き 訂 ず ま の 述 る の 年 が い す を は れ 度 年 之 馨 無 所
さ も 正 明 す 表 の に 典 に 中 る を 補 零 ど の に 至 揮 法 以
に の し ら

○

現 順 ふ 章 近 し が 得 緯 落 も 英 幾 難 幽 ､治
は と ､か 思 技 序 さ 制 く 上

､ ○

し す 絶 と く ､沫 詳 乳
､す 十 に い 術 に わ 度 ､げ 平 之

､ ○

次 輿
､

理 ､略 興

人文論叢 (三重大学)第26号 2009

を
牽
引
す
る
位
置
に
あ
っ
た
欧
陽
情
ら
と
い
え
ど
も
､
そ
の
時
代
に
お
い
て
決
し
て

孤
立
し
た
存
在
で
あ

っ
た
わ
け
で
は
な
-
､
常
に
周
囲
の
人
々
と
の
関
わ
り
の
な
か

で
活
動
し
て
い
た
の
だ
か
ら
｡
そ
こ
で
以
下
で
は
､
宋
祁
の
場
合
を
例
と
し
て
､
請

文
や
筆
記
等
の
資
料
か
ら
､
そ
の
文
学
観
､
特
に
古
文
や
唐
代
文
学
の
受
容
の
様
相

を
中
心
に
検
討
し
'
彼
を
含
ん
だ
北
宋
仁
宗
期
に
お
け
る
文
学
の
あ
り
方
の
一
側
面

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
｡

一

『新
唐
書
』
の
編
修

北
宋
中
期
は
'
官
撰
史
書
の
編
修
が
盛
ん
な
時
期
で
あ
る
｡
相
次
い
で
編
纂
さ
れ

た
そ
れ
ら
の
官
撰
史
書
の
う
ち
の
多
く
は
､
各
皇
帝
ご
と
の

『茸
録
』
や
､
そ
れ
ら

を
も
と
に
編
修
さ
れ
た

『国
史
』
'
『含
要
』
等
の
当
代
史
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い

る
が
'
そ
の
他
に
歴
代
の
君
臣
関
係
に
関
わ
る
記
述
を
集
め
た

『筋
府
元
亀
』

一
千

巻

(真
宗
大
中
祥
符
六
年

(
一
〇
一
三
)
完
成

王
欽
若

(?
～
一
〇
二
五
)
等
撰
)

や
､
周
威
烈
王
か
ら
五
代
後
周
世
宗
ま
で
の
一
千
三
百
六
十
二
年
間
の
歴
史
を
記
逮

す
る
編
年
体
史
書
で
あ
る

『資
治
通
鑑
』
三
百
五
十
四
巻

(神
宗
元
豊
七
年

(
一
〇

八
四
)
完
成

司
馬
光

(
一
〇
一
九
～
一
〇
八
六
)
撰
)
等
を
は
じ
め
と
す
る
'
前

代
ま
で
の
歴
史
を
扱
う
著
作
に
つ
い
て
も
､
大
部
で
あ
り
か
つ
後
世
に
お
い
て
重
梶

さ
れ
る
も
の
が
い
-
つ
も
編
纂
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
史
書
編
纂
の
豊
か
な
成

果
の
う
ち
の
ひ
と
つ
と
し
て
'
仁
宗
慶
暦
五
年

(
一
〇
四
五
)
か
ら
十
七
年
間
か
け

て
編
修
さ
れ
た

『
新
唐
書
』
二
百
二
十
五
巻
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
'
こ
の

『
新
唐
書
』
が
完
成
し
た
嘉
祐
五
年

(
一
〇
六

〇
)
に
提
拳

(編
集
責
任
者
)
の
任

に
あ

っ
た
曽
公
亮

(九
九
八
～
一
〇
七
八
)
は
､
｢進

『唐
書
』
表
｣
(中
華
書
局
本

『新
唐
書
』
末
尾
)
冒
頭
で
､
そ
の
編
修
意
図
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

二

臣
公
亮
言
｡
窺
惟
唐
有
天
下
幾
三
百
年
'
其
君
臣
行
事
之
始
終
'
所
以
治
乱
輿

衰
之
蹟
､
輿
其
典
章
制
度
之
英
'
宜
其
餐
然
著
在
簡
射
｡
而
紀
次
無
法
'
詳
略

失
中
､
文
采
不
明
､
事
賓
零
落
｡
蓋
又
育
有
五
十
年
､
然
後
得
以
発
揮
幽
沫
'

補
組
閣
亡
､
割
正
慣
縁
'
克
備

l
家
之
史
'
以
馬
寓
世
之
博
｡
成
之
至
難
､
理

若
有
待
｡

臣
公
亮
言
ふ
｡
轟
か
に
惟

へ
ら
-

唐

天
下
を
有
つ
こ
と
三
百
年
に
幾
-
'

其
の
君
臣
行
事
の
始
終
､
治
乱
興
衰
の
所
以
の
蹟
'
其
の
典
章
制
度
の
英
と
輿

に
､
宜
し
-
其
れ
餐
然
と
し
て
著
さ
れ
て
簡
筋
に
在
る
べ
し
｡
而
れ
ど
も
紀
次

に
法
無
-
､
詳
略
は
中
を
失
し
､
文
采
は
明
ら
か
な
ら
ず
､
事
案
は
零
落
す
｡

蓋
し
又
た
百
有
五
十
年
､
然
る
後
に
以
て
幽
沫
を
費
挿
し
､
閲
亡
を
補
緯
L
t

慣
経
を
却
正
し
'
克
く

一
家
の
史
を
備

へ
､
以
て
寓
世
の
博
と
残
す
を
得
｡
之

を
成
す
の
至
難
､
理

待
つ
と
こ
ろ
有
る
が
若
し
｡

仁
宗
に
上
奏
す
る
た
め
の
公
式
の
文
章
な
の
で
硬
い
表
現
に
な

っ
て
い
る
が
､
辛

易
に
訳
せ
ば
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
内
容
に
な
る
だ
ろ
う
｡
｢臣
公
亮
が
申
し
上
げ

ま
す
｡
心
の
内
に
思
い
ま
す
と
こ
ろ
､
唐
が
天
下
を
保
つ
こ
と
は
三
百
年
に
近
く
､

そ
の
君
臣
の
事
跡
の
一
部
始
終
､
治
乱
興
表
の
原
因
の
在
り
か
ば
､
そ
の
典
章
制
度

の
優
れ
た
と
こ
ろ
と
と
も
に
'
明
ら
か
に
書
き
表
さ
れ
書
物
に
記
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ

し
い
も
の
で
あ
り
ま
す
｡
し
か
し

(現
行
の

『
(萄
)
唐
書
』
は
'
)
記
述
の
順
序
に

規
則
が
無
-
'
詳
細
さ
と
簡
略
さ
と
は
程
よ
さ
を
失

っ
て
お
り
'
文
章
の
表
現
技
術

は
明
ら
か
な
も
の
で
は
な
-
､
事
の
真
相
は
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
お
り
ま
す
｡
思
い

ま
す
と
こ
ろ
'
ま
た
百
五
十
年
の
後
に
､
不
明
で
あ

っ
た
こ
と
を
残
ら
ず
明
ら
か
に

L
t
欠
失
し
て
い
る
こ
と
を
補
い
集
め
､
偽
り
や
誤
り
を
取
り
除
い
て
訂
正
し
､
千

分
に
独
自
の
見
識
を
有
す
る
史
書
に
整
え
､
そ
こ
で
永
久
に
伝
え
る
べ
き
も
の
と
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
｡
こ
の
書
物
を
完
成
す
る
こ
と
の
常
な
ら
ぬ
困
難
さ
に
は
､

格
別
の
理
由
が
あ
っ
た
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
｡
｣



湯浅陽子 宋祁と古文

公 困 し に 集 後 真 は 由 よ を 代
亮 難 て 整 め に 相 程 と り か 後 こ

て 乃 頓 誠 例 則 論 夏 部 学 士 乃 は な ､え
､

､は よ し 編 け 菅 の

刊 ち 首 不､省､卿 郎 士･因 そ も 新､偽 不 ば さ て 修 て 高『

情 適 頓 足 皆 於 共､中･給 遜 の の し そ り 明 ら を ､さ ､祖 新

墓室葦空襲書聖歪壷蓋雲量誓至壷豪雪至芸芸萱芸碧雲警･′
ヽ
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-
_

-ti

撃萱害毒言霊警墓雲璽掛吾妻蓋言霊蔓妻知 す

制 る

諸 に

琴≡毒霊室要琴墨筆撃墓要撃喜誓室妻至芸奉書毒毒
類 新 ま 項 こ 彼 を 宋 郎 士 で 近
と た し は と ら 受 敏 中 兼 刊 く こ

凡 に た 前､に け 求･翰 備 に れ 六 ふ 以 別 は り 事 側 に 校 部 挙

例 伝
○

の お 得､ ､知 林 宮 仕 も 月 る て 録 損 て は 定 儒 理 郎 士

は を 篇『よ 失 こ 秘 制 侍 の え 訳 □ 無 大 に し は 則 を 嬰 臣 中 兼

､立 日 管 そ と と 言 語 讃 翰 る し 目 し 典 載､ ､ち 加 の 宋･翰

季妻妻誓書妻妾歪聖書蓋撃至芸重要芸莞誓嘗妄琴慧肇墓､亮 ､り 増 こ ､書 苑 士

誠 明 皆 因 し と 悉 丞 鎮･
憧 詔 事 な む

､

､く 臣 ､龍

誠 に を 接 有 其 凡 秘 呂 刑 囲

●士たい`l巴慧笥讐牡芸子雷嘉票撃
､に し る 博 は 有 戒 ､中 土

頓 足 て と を 則 七 を 著･ ･

首 ら 領空こ 立 ち 年 番 作 知 尚
頓 ず め ろ て 膏 ､し 佐 制 書

首､ ､有 責 よ 二､郎 詰 吏
し 働 徒 り を り 百 之 臣 臣 部
て 惟 に

○

紀 も こ を 劉 王 侍

謹 戦 日 繊 し 省 十 し 義 時 郎
み 汗 月 悉 ､く 五 て 里 ､臣

言 犀 を 綱 或
○

巻 討 等 太 宋
ふ 営 費 傑 ひ 名 を 論 と 常 祁

○

の や は は 篇 成 し 輿 博
､

嘉 至 し ､増 著 す て に 士 編

祐 り ､具 し 目
○ ､ ､

･情
五 に 誠 さ 或 に 其 共 並 集 官

年 任 に に ひ 至 の に び 賢 穫

湯浅陽子 宋祁と古文

こ
の

『新
居
書
』
に
先
立

っ
て
存
在
し
て
い
た

『
(啓
)
唐
書
』
二
百
巻
は
､
五

代
後
砧亘
高
祖
天
福
六
年

(九
四

l
)
か
ら
出
帝
開
運
二
年

(九
四
五
)
の
四
年
余
り

を
か
け
て
､
宰
相
の
趨
豊

･
桑
推
翰

･
劉
晦
の
監
修
の
も
と
､
張
昭
遠

･
貢
緯
ら
に

よ
り
編
修
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
曾
公
亮
は
､
『新
居
書
』
を
編
修
し
た
理

由
と
し
て
､
『
啓
唐
書
』
が

｢
記
述
の
順
序
に
規
則
が
無
-
'
詳
細
さ
と
簡
略
さ
と

は
程
よ
さ
を
失

っ
て
お
り
'
文
章
の
表
現
技
術
は
明
ら
か
な
も
の
で
は
な
-
､
事
の

真
相
は
ば
ら
ば
ら
に
な

っ
て
｣
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
｡
そ
こ
で

｢百
五
十
年
の

後
に
､
不
明
で
あ

っ
た
こ
と
を
残
ら
ず
明
ら
か
に
し
､
欠
失
し
て
い
る
こ
と
を
補
い

集
め
､
偽
り
や
誤
り
を
取
り
除
い
て
訂
正
し
､
十
分
に
独
自
の
見
識
を
有
す
る
史
書

に
整
え
'
そ
こ
で
永
久
に
伝
え
る
べ
き
｣
よ
り
質
の
高
い
も
の
に
す
る
こ
と
を
目
指

し
て
'
新
し
い

『唐
書
』
が
編
ま
れ
た
と
述
べ
て
い
る
｡
だ
が
そ
の
編
修
は
か
な
り

困
難
な
も
の
で
あ

っ
た
ら
し
-
'
こ
の

｢進

『唐
書
』
表
｣
の
末
尾
に
お
い
て
､
曽

公
亮
は
そ
の
状
況
を
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
｡

乃
因
遜
臣
之
有
言
'
適
契
上
心
之
所
閲
'
於
是
刊
情
官
翰
林
学
士
兼
龍
囲
閣
翠

士

･
給
事
中

･
知
制
詰
臣
欧
陽
情
'
端
明
殿
学
士
兼
翰
林
侍
讃
学
士

･
龍
囲
閣

学
士

･
尚
書
吏
部
侍
郎
臣
宋
祁
'
輿
編
修
官
穏
部
郎
中

･
知
制
詰
臣
苑
鎮
'
刑

部
郎
中

･
知
制
詰
臣
王
噂
'
太
常
博
士

･
集
賢
校
理
臣
宋
敏
求
､
秘
書
丞
臣
呂

夏
卿
､
著
作
佐
郎
臣
劉
義
堂
等
､
並
暦
儒
学
之
選
､
悉
登
秘
府
之
戒
'
倖
之
討

論
､
共
加
制
定
'
凡
十
有
七
年
､
成
二
百
二
十
五
巻
｡
其
事
則
増
於
前
､
其
文

則
省
於
菌
｡
至
於
名
篇
著
目
'
有
革
有
因
､
立
博
絶
賛
､
或
増
或
損
､
義
類
凡

例
､
皆
有
接
依
｡
繊
悉
綱
傑
'
具
載
別
録
｡
臣
公
亮
典
司
事
領
､
徒
費
日
月
'

誠
不
足
以
成
大
典
'
栴
明
詔
'
無
任
漸
催
戦
汗
尿
管
之
至
｡
臣
公
亮
誠
憧
誠
催
'

アキ

頓
首
頓
首
謹
言
｡
嘉
祐
五
年
六
月
口
日
曾
公
亮
｡

まさ

乃
ち
適
臣
の
言
有
り
､
適
に
上
心
の
閲
ふ
所
に
契
す
る
に
因
り
て
､
是
に
於
い

て
刊
情
官
翰
林
学
士
兼
龍
囲
閣
学
士

･
給
事
中

･
知
制
詰
臣
欧
陽
修
'
端
明
殿

学
士
兼
翰
林
侍
讃
学
士

･
龍
囲
閣
学
士

･
尚
書
吏
部
侍
郎
臣
宋
祁
'
編
修
官
磯

部
郎
中

･
知
制
詰
臣
苑
鎮
'
刑
部
郎
中

･
知
制
詰
臣
王
噂
'
太
常
博
士

･
集
賢

校
理
臣
宋
敏
求
'
秘
書
丞
臣
呂
夏
卿
'
著
作
佐
郎
臣
劉
義
堂
等
と
輿
に
'
並
び

に
儒
学
の
選
を
暦
L
t
悉
-
秘
府
の
戒
を
馨
し
'
之
を
し
て
討
論
し
て
､
共
に

制
定
を
加

へ
し
む
る
こ
と
､
凡
そ
十
有
七
年
､
二
百
二
十
五
巻
を
成
す
｡
其
の

事
は
則
ち
前
よ
り
も
増
し
'
其
の
文
は
則
ち
膏
よ
り
も
省
-
｡
名
篇
著
目
に
至

り
て
は
､
革
む
る
有
り
因
む
有
り
､
博
を
立
て
賓
を
紀
L
t
或
ひ
は
増
し
或
ひ

は
損
し
､
義
類
凡
例
､
皆
な
接
依
す
る
と
こ
ろ
有
り
｡
繊
悉
綱
候
は
､
具
さ
に

お
さ

別
録
に
載
す
｡
臣
公
亮

事
を
典
司
し
て
領

め
､
徒
に
日
月
を
費
や
し
'
誠
に

以
て
大
典
を
成
し
て
､
明
詔
に
栴
ふ
に
足
ら
ず
'
働
惟
戦
汗
尿
管
の
至
り
に
任

ふ
る
無
し
｡
臣
公
亮

誠
憧
誠
催
し
､
頓
首
頓
首
し
て
謹
み
言
ふ
｡
嘉
祐
五
年

六
月
□
日
曾
公
亮
｡

こ
れ
も
訳
し
て
み
る
と
t
だ
い
た
い
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
｡
｢
そ
こ
で
そ
ば

近
-
に
仕
え
る
臣
が
発
言
し
'
た
ま
た
ま
お
上
の
御
懸
念
に
か
な

っ
た
た
め
､
こ
こ

で
刊
情
官
の
翰
林
学
士
兼
龍
囲
閣
学
士

･
給
事
中

･
知
制
詰
臣
欧
陽
情
､
端
明
殿
学

士
兼
翰
林
侍
讃
学
士

･
龍
囲
閣
学
士

･
尚
書
吏
部
侍
郎
臣
宋
祁
は
'
編
修
官
の
磯
部

郎
中

･
知
制
語
臣
苑
鏡
､
刑
部
郎
中

･
知
制
詰
臣
王
噂
､
太
常
博
士

･
集
賢
校
理
臣

宋
敏
求
'
秘
書
丞
臣
呂
夏
卿
､
著
作
佐
郎
臣
劉
義
堂
等
と
と
も
に
'
み
な
儒
学
の
逮

を
受
け
､
こ
と
ご
と
-
天
子
の
大
切
な
記
録
や
書
物
を
蔵
す
る
宮
中
の
書
庫
を
開
き
､

彼
ら
に
得
失
と
可
否
を
詳
し
-
議
論
し
て
､

一
緒
に
文
章
の
字
句
を
削
り
正
さ
せ
る

こ
と
､
お
よ
そ
十
七
年
に
し
て
'
二
百
二
十
五
巻
を
完
成
い
た
し
ま
し
た
｡
収
録
辛

項
は
前
の

『菌
唐
書
』
よ
り
も
増
し
､
文
章
表
現
は

『膏
唐
書
』
よ
り
も
簡
単
に
し

ま
し
た
｡
篇
目
の
表
題
に
至

っ
て
は
'
改
め
た
も
の
も
従
来
ど
お
り
の
も
の
も
あ
り
'

新
た
に
伝
を
立
て
て
事
実
を
記
し
'
増
補
し
た
り
削

っ
た
り
L
t
文
章
や
事
柄
の
分

類
と
凡
例
は
'
み
な
基
づ
-
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
｡
詳
細
と
大
綱
と
に
つ
い
て
は
'

三
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宋 と 嘉 臣 じ し 詳

窪筈撃董壷毒毎夏毒警軸雲書芸喜書雪雲妻轟
､で 六 が れ に 別

一

編 ま 月 こ お 重 録

げ -

鎮 は 亮 恐 や な ま
､

LO れ 汗 書 し

_ニー;;I--:_千_=71
i;i
;iI_lT__i;;i+-
;itf

--

17::-:-I:ti-I7T享子二
て 朝 で に 古 て た た き ま 機 で

い 廷 こ 攻 取 代 は だ っ で で 会｢ 次
る で こ め り の じ 対 た は 心 に 文 を 偶 著 載 ら る 文 如 之 史 文 の

○

の で 鼓 入 も め 偶 - な 地 衆 章 佐 の す す ず に に 粉 文 博 有 よ

さ 朗 宋 を れ の て を つ い よ 人 に く 文 べ る
○

以 屠 黛
､ ○

屠 う

に に は け な 近 章 成 詔 私 も よ 対 が 以 な き

ヽ (⊃

目

て の り 云 を ば 高 人 博 時

-

於 讃 四

襲蓋重吉蓋重要筆耕重要藁葺毒筆藁葺歪
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詳
し
く
別
録
に
記
載
し
ま
し
た
｡
臣
公
亮
は
事
業
を
主
管
し
て
､
徒
に
日
月
を
費
や

し
'
誠
に
重
要
で
大
部
な
書
物
を
完
成
し
､
賢
き
詔
に
か
な
う
に
足
り
ま
せ
ず
､
恥

じ
て
恐
れ
お
の
の
き
冷
や
汗
を
か
い
て
う
ろ
た
え
る
こ
と
の
至
り
に
堪
え
ま
せ
ん
｡

臣
公
亮
が
こ
の
上
な
-
恐
れ
畏
ま
り
'
幾
度
も
頓
首
し
て
謹
ん
で
申
し
上
げ
ま
す
｡

嘉
祐
五
六
月
□
日
魯
公
亮
｡
｣

こ
こ
で
ま
ず
曾
公
亮
は
､
編
修
に
携
わ
っ
た
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
刊
修
官
の
欧
陽
修

と
宋
祁
､
編
修
官
の
苑
鎮

(
一
〇
〇
七
～
一
〇
八
七
)
･
王
噂

(?
～
一
〇
六
五
)
･

宋
敏
求

(
一
〇
一
九
～
一
〇
七
九
)
･
呂
夏
卿

(?
～
?
)
･
劉
義
堂

(
一
〇
一
五
～

一
〇
五
八
)
の
名
を
挙
げ
て
い
る
が
､
宋
敏
求

『春
明
退
朝
録
』
巻
下

(中
華
書
局

唐
宋
史
料
筆
記
叢
刊

一
九
八

〇
年

以
下
同
)
が
､
｢将
卒
業
､
而
梅
聖
愈
入

局
､
修

｢方
鎮
｣
｢百
官
｣
表
｡
(婿
に
業
を
卒
え
ん
と
し
て
､
梅
聖
愈

局
に
入
り
､

｢方
鎮
｣
｢百
官
｣
表
を
修
す
｡
)
｣
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
'
こ
れ
ら
の
人
々
の
ほ
か

に
､
梅
義
臣

(
一
〇
〇
二
～
一
〇
六

〇
)
も
ま
た
最
終
段
階
で

『
新
居
書
』
の
編
修

に
参
与
し
て
い
る
｡

さ
ら
に
こ
れ
に
続
-
部
分
で
曽
公
亮
は
､
『菌
唐
書
』
と
比
べ
た

『
新
唐
書
』
の

編
修
の
具
体
的
な
特
色
に
言
及
し
､
｢収
録
事
項
は
前
の

『膏
唐
書
』
よ
り
も
増
し
'

文
章
表
現
は

『膏
唐
書
』
よ
り
も
簡
単
に
し
た
｡
篇
目
の
表
題
に
至

っ
て
は
､
改
め

た
も
の
も
従
来
ど
お
り
の
も
の
も
あ
り
､
新
た
に
博
を
立
て
て
事
実
を
記
し
､
増
捕

し
た
り
削

っ
た
り
し
､
文
章
や
事
柄
の
分
類
と
凡
例
は
､
み
な
基
づ
く
と
こ
ろ
が
あ

る
｡
詳
細
と
大
綱
と
に
つ
い
て
は
､
詳
し
く
別
録
に
記
載
し
｣
た
と
述
べ
て
い
る
｡

こ
こ
で
は
文
章
表
現
に
つ
い
て

｢其
文
則
省
於
背
｣
と
述
べ
て
い
る
が
､
北
末
期
に

お
け
る
古
文
復
興
の
中
心
人
物
で
あ
る
欧
陽
修
を
そ
の
刊
情
官
の
ひ
と
り
と
す
る

『
新
居
書
』
に
お
い
て
､
古
文
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
'
彼
と
な
ら
ん
で
刊

値
官
と
な
り
､
博
の
部
分
を
執
筆
し
た
宋
祁
は
､
『宋
景
文
公
筆
記
』
巻
上

｢樺
俗
｣

(『
撃
津
討
源
』
江
蘇
虜
陵
古
籍
刻
印
社
影
印

一
九
九
〇
年

所
収
本

以
下
同
)

四

で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

文
有
屠
封
平
側
用
事
者
'
供
公
家

一
時
宣
讃
施
行
以
便
快
然
､
久
之
不
可
施
於

史
博
｡
余
修

『
唐
書
』
､
未
嘗
得
唐
人

一
詔

一
合
､
可
載
於
博
者
､
唯
捨
封
偶

之
文
､
近
高
古
乃
可
著
於
篇
｡
大
抵
史
近
古
封
偶
宜
｡
今
以
封
偶
之
文
人
史
策
､

如
粉
黛
飾
壮
士
'
笠
鞄
佐
撃
鼓
､
非
所
施
云
｡

文
に
屠
封

･
平
側

･
用
事
す
る
者
有
り
､
公
家
の
一
時
宣
讃
施
行
す
る
に
供
す

る
に
以
て
便
ち
快
然
た
り
､
之
を
久
し
-
す
る
も
史
博
に
於
い
て
は
施
す
べ
か

ら
ず
｡
余

『唐
書
』
を
修
す
る
に
'
未
だ
嘗
て
唐
人
の
一
詔

一
合
の
､
博
に

載
す
る
べ
き
者
を
得
ず
､
唯
だ
封
偶
の
文
を
捨
て
'
高
古
に
近
き
は
乃
ち
篇
に

著
す
べ
き
な
る
の
み
｡
大
抵
史
は
近
古
の
封
偶
な
れ
ば
宜
し
き
な
り
｡
今

封

偶
の
文
を
以
て
史
策
に
入
る
れ
ば
､
粉
黛
も
て
壮
士
を
飾
り
､
笠
鞄
も
て
撃
鼓

を
佐
く
る
が
如
く
に
し
て
､
施
す
と
こ
ろ
に
非
ず
と
云
ふ
｡

｢文
章
に
は
対
句

･
平
灰

･
典
拠
を
用
い
る
も
の
が
あ
り
'
朝
廷
で
し
か
る
べ
き

機
会
に
衆
人
に
よ
-
聞
こ
え
る
よ
う
朗
諭
し
て
実
施
す
る
の
に
充
て
る
に
は
そ
の
ま

ま
で
心
地
よ
い
も
の
で
あ
り
､
こ
れ
は
変
え
な
い
で
お
い
て
も
史
書
に
は
用
い
る
べ

き
で
は
な
い
｡
私
は

『
(釈
)
唐
書
』
を
編
修
し
て
い
て
､
今
ま
で
に
唐
代
の
人
の

た
っ
た

一
つ
の
詔
や
令
で
も
､
伝
に
掲
載
で
き
る
も
の
を
見
つ
け
た
こ
と
は
な
-
'

た
だ
対
偶
を
構
成
し
て
い
る
文

(餅
文
)
を
捨
て
､
高
潔
古
雅
に
近
い
文
章
で
あ

っ

て
は
じ
め
て
篇
章
に
記
す
こ
と
が
で
き
る
の
み
で
あ
る
｡
大
体
'
史
書
に
お
い
て
は

古
代
の
も
の
に
近
い
対
偶
表
現
で
あ
れ
ば
よ
い
｡
今
､
対
偶
表
現
の
文
章
を
歴
史
書

に
取
り
入
れ
た
な
ら
'
お
し
ろ
い
や
黛
で
意
気
盛
ん
な
勇
士
を
飾
り
た
て
､
笠
や
鶴

で
攻
め
鼓
を
助
け
る
よ
う
な
も
の
で
､
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
い
う
｡
｣

こ
こ
で
宋
祁
は
､
｢対
偶
表
現

･
平
灰

･
典
拠
を
用
い
た
文
｣
'
つ
ま
り
餅
文
は
'

朝
廷
で
の
朗
諭
に
は
好
適
だ
が
､
史
書
の
文
体
と
し
て
は
不
適
当
で
あ
る
と
指
摘
し

て
い
る
｡
さ
ら
に
彼
自
身
の
体
験
的
な
例
と
し
て

『
(釈
)
唐
書
』
の
編
修
の
際
に
､
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が と 言 臣 韓 が が 八 一

の し し 基 書 の を 餅

し き 及)緯 名 ､三 一

種 な て て 準』表 言 文

か の を に ( を こ
)

○ 部 お い 取 を 編 現 い を

の 百 鬼 よ
一 連 の ら -

試､た り ど 修 に ､排

繋 挙 る る ○ ね 時 を)に 周 こ 上 の の 近 ま 除

推 者 で を 一

日

-三二_:
:i-三:-

に ､い･ を 作 文 『 の た

垂 老 体 新 文 こ

視 と の 唐 章 と

巻 与 て

上 え い こ

-｢る
た の 一

得 こ と よ
-

俗 と 思 う
｣

に わ に 『

二≡I=-I-i;I:I;
:二室

蔓き重義垂(⊃

撃誓書行
末 め 流
景 の れ
文 よ と
公 い も

筆 機 関
記 会 わ
』

を っ

警昌琵変哲妄三乏始孟等掌ヒ孟',余毒票篤志雷雲慧警,S
作 て 袈 と て 章 唐､め の 子 甲 て り 習 少 準 効 其 年 名 嘆 取 粟 為

ら 博 狗 し 其 の 書 諸 白 餅 科 文
○

ひ く 方 皆 崖､士 所 甲 米 学
ば は な て の 難』儒 ら 賦 郷 を を 粟 て し 作 槽 略 蓋 文 試 科 養 本
､り る 汗 崖 き を 頗 捧 に 頁 取 以 米 詩 て 矩 柏

○

見 辛 辞
○

親 無

J lヽヽ

な 篤 二 有 て

湯浅陽子 末祁と古文

餅
文
を
排
除
し
､
｢近
高
古
｣

つ
ま
り
高
潔
古
雅
に
近
い
文
章
を
取
り
入
れ
た
こ
と

を
言
い
､
ま
た
史
書

へ
の
採
用
が
可
能
な
対
偶
表
現
の
条
件
と
し
て
､
古
代
の
文
章

の
表
現
に
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
記
述
は
､
『
新
磨

書
』
編
修
の
中
心
人
物
と
し
て
伝
の
執
筆
を
担
当
し
た
宋
祁
が
､
採
用
す
る
文
体
の

基
準
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
を
示
す
も
の
だ
が
､
同
時
に
､
古
文
の
作
者
と

し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
い
宋
祁
が
､
史
書
編
纂
に
お
い
て
古
文
を
重
視

し
て
い
た
こ
と
を
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
だ
ろ
う
｡

な
お
､
周
知
の
通
り
'
こ
の

『新
居
喜
』
編
修
期
間
中
の
嘉
祐
二
年

(
一
〇
五
七
)

の
穫
部
試
に
お
い
て
､
知
貢
挙
の
欧
陽
情
が
､
古
文
を
用
い
た
蘇
拭

(
一
〇
三
六
～

一
一
〇
一
)
･
蘇
轍

(
一
〇
三
九

～
二

一
二
)
兄
弟
､
合
筆

(
一
〇
一
九

～
一
〇

八
三
)
ら
を
合
格
さ
せ
た
こ
と
が
､
以
後
の
広
範
な
古
文
の
普
及
の
契
機
と
な

っ
た

が
､
こ
の
時
の
貢
挙
参
詳
官
に
は
､
『
新
暦
書
』
の
編
修
者
の
う
ち
苑
鎮
と
梅
重
臣

が
名
を
連
ね
て
い
る
｡
こ
の
時
の
責
翠
の
ス
タ
ッ
フ

(欧
陽
修

･
梅
撃

(?
～
?
)
･

韓
緯

(
一
〇
二

一～
一
〇
八
八
)
･
苑
鎮

･
王
珪

(
一
〇
一
九

～
一
〇
八
五
)
･
梅
重

臣
)
に
よ
る
応
酬
詩
を
集
め
た

『穫
部
唱
和
集
』
に
は
､
古
文
の
採
用
に
つ
い
て
の

言
及
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
､
構
成
員
が
重
複
し
て
い
る
こ
と
か
ら
は
'
こ
の

と
き
の
貢
挙
の
担
当
者
た
ち
と

『新
居
書
』
の
編
修
者
た
ち
の
発
想
や
気
分
に
､
何

が
し
か
の
繋
が
り
を
推
測
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
｡

二

『新
唐
書
』
編
修
と
宋
神
の
文
章
修
行

こ
の
よ
う
に

『新
暦
書
』
の
編
修
は
､
古
文
復
興
と
い
う
大
き
な
流
れ
と
も
関
わ
っ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
､
ま
た
宋
祁
自
身
に
も
､
文
章
修
行
の
た
め
の
よ
い
機
会
を

与
え
る
こ
と
に
も
な

っ
た
よ
う
だ
｡
こ
れ
に
つ
い
て
宋
祁
は
､
『
宋
景
文
公
筆
記
』

巻
上

｢搾
俗
｣

で
'
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
｡

余
少
篤
学
本
無
師
友
､
家
苦
貧
無
書
､
習
作
詩
賦
末
始
有
志
立
名
於
嘗
世
也
｡

願
計
粟
米
養
親
紹
家
閥
耳
｡
年
二
十
四
而
以
文
投
故
宰
相
夏
公
､
公
苛
之
､
以

馬
必
取
甲
科
｡
吾
亦
不
知
果
是
欺
｡
天
聖
甲
子
従
郷
責
試
穫
部
､
故
龍
囲
学
士

劉
公
嘆
所
試
辞
賦
､
大
桶
之
朝
､
以
馬
諸
生
冠
｡
吾
始
重
自
浄
砺
力
於
撃
､
模

寓
有
名
士
文
章
'
諸
儒
頗
栴
'
以
馬
是
年
過
五
十
｡
被
詔
作

『唐
書
』
'
精
思

十
線
年
､
蓋
見
前
世
諸
著
､
乃
悟
文
章
之
難
也
｡
雄
悟
於
心
､
又
求
之
古
人
､

始
得
其
崖
略
｡
因
取
視
五
十
己
前
所
馬
文
､
赦
然
汗
下
､
知
未
嘗
得
作
者
藩
寵
'

而
所
致
皆
糟
粕
賓
狗
夫
｡
夫
文
章
必
目
名

一
家
､
然
後
可
以
博
不
朽
｡
若
腔
規

重
囲
準
万
作
短
､
終
鳥
人
之
臣
僕
｡
古
人
哉
屋
下
作
屋
､
信
然
｡

余

少
-
し
て
撃
を
馬
す
に
本
よ
り
師
友
無
-
'
家
は
苦
だ
貧
し
-
し
て
書
無

く
､
習
ひ
て
詩
賦
を
作
る
に
末
だ
始
め
よ
り
名
を
嘗
世
に
立
つ
る
の
志
有
ら
ざ

る
な
り
｡
粟
米
を
計
り
て
親
を
養
ひ
家
閥
を
紹
が
ん
と
願
ふ
の
み
｡
年
二
十
四

に
し
て
文
を
以
て
故
宰
相
夏
公
に
投
ず
る
に
､
公

之
を
苛
し
み
'
以
篤
ら
く

必
ず
甲
科
を
取
ら
ん
と
｡
吾

亦
た
果
た
し
て
是
な
る
を
知
ら
ざ
る
か
な
｡
天

聖
甲
子

郷
貢
に
従
ひ
て
樽
部
に
試
み
ら
る
る
に
､
故
龍
固
学
士
劉
公

試
す

る
所
の
辞
賦
に
嘆
じ
､
大
ひ
に
之
を
朝
に
栴
し
､
以
て
諸
生
の
冠
と
馬
す
｡
吾

始
め
自
ら
捧
裾
し
て
撃
に
力
む
る
を
重
ん
じ
､
有
名
の
士
の
文
章
を
模
寓
す

る
に
､
諸
儒
頗
る
栴
し
､
以
馬
ら
-
是
れ
年
は
五
十
を
過
ぎ
ん
と
｡
詔
を
被
り

て

『唐
書
』
を
作
り
､
精
恩
す
る
こ
と
十
徐
年
'
塞
く
前
世
の
諸
著
を
見
､
乃

ち
文
章
の
難
さ
を
悟
る
な
り
｡
心
に
悟
る
と
錐
も
､
又
た
之
を
古
人
に
求
め
､

始
め
て
其
の
崖
略
を
得
｡
因
り
て
取
り
て
五
十
己
前
に
馬
る
所
の
文
を
視
る
に
､

赦
然
と
し
て
汗
下
り
､
未
だ
嘗
て
作
者
の
藩
範
を
得
ず
し
て
'
致
ふ
所
は
皆
な

糟
粕
審
狗
な
る
を
知
れ
り
｡
夫
れ
文
章
は
必
ず
自
ら

一
家
を
名
の
り
､
然
る
後

に
以
て
博
は
り
て
朽
ち
ざ
る
へ
し
｡
若
し
規
に
膿
し
て
園
を
重
き
方
に
準
し
て

短
を
作
ら
は
､
終
ひ
に
人
の
臣
僕
と
馬
ら
ん
｡
古
人
の
屋
下
に
屋
を
作
る
と
讃

1<
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で こ き 俗 の 家 倣 し 熟 し 名 終 受
四 の 広 宋

｣

自 重 を す た 考 『 士 段 験 こ

十 状 が 祁 む 中 道 年 余 然 非 余 で ら 要 名 る と す 唐 の に し こ れ

九 態 つ が れ 人 に の 白 ､於､の 性 の ば い る 書 文 も た で る

年 に た こ ば の 至 非 文 力 其 篤 次 文 に り か う こ
』

葦 記 際 宋 は

間 至 蓮 こ ､流 る を を 於 庶 文 の 毒 気 ､り
○

と の を さ の 祁
､

の る の で 則 は に 知 篤 嘗 幾 ､よ 修 づ そ の さ に 病 棟 れ ｢ は 信
閉 ま 花 白 ち ､庶 る る 時 至 似 う 行 い れ 文 ら な 修 倣 て 采､に

三‡-ミ∴三三二二て1.1〒二二;･幸二ii-三:iモ≡:-=f
I.･-;:=士-_-:i--I;チ一l-:;-I;

-"I

ヽ=h

J-B票語義ゑi美幸て笑Ro*o;て?芸㌧Eミ妄と妄ご宗吾

三胃冨写○世のに蓮○委蓋妄語L8:誓書壷塁審吾妻琶藁
に 余 し の

名 に て 壌

新琴藁垂春吉蓋童墨壷要享宝
九 ｢ ろ 円 於 ぶ は て 名 五 巻 体 立 他 さ を い そ 詩 が

年 五 う 形 い の ､四 -

十 上 の し 人 を 読
○

の 話 省
間 十 が に て み 其 十 世 九 ｢ 個 た を 痛 ん し 後』 試
の 歳 ､咲 力

○

れ 九 ､年 樺 性
-

模 感 で か は 最 を

下 緯 参 六 を に 平 五 に の 程 唐 非 連 ね だ 間
は に 与

)

担 任( の は 生 を 書
L'と

を て け 違
､数 ま 宋』

諾追詰慧垂雫雲pR'ご言還等差6同えれ祁のEミ主語琵琶岩

書垂藁芸至藁蛋豊新ー
を で

旦

し 後 ひ

遥遠壷屋
皆慶にじのはに､

に に 州 暦
分 景 に 編
け 文 守 敢
て た

』

｢ 濁 り を

紀 り ､修
｣

筆 王 し り に
､

⊇ を 文
､

LE:下 安 未

て 楊 而 修 王 発 て の

盛夏蓋衰蓋慧,g麺芋茎重義弼垂蓋墓冨至妄
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れ
る
は
､
信
に
然
り
｡

こ
こ
で
宋
祁
は
'
自
分
自
身
の
文
章
修
行
に
つ
い
て
語

っ
て
い
る
｡
彼
が
省
試
を

受
験
し
た
際
の

｢采
侯
｣
詩
が
評
判
に
な
っ
た
こ
と
は
'
欧
陽
情

『
六

一
詩
話
』
最

終
段
に
も
記
さ
れ
て
い
る
が
､
こ
こ
で
の
宋
祁
自
身
の
言
葉
に
よ
れ
ば
､
そ
の
後
は

名
士
の
文
章
を
模
倣
す
る
こ
と
で
上
手
と
し
て
の
評
価
を
得
て
い
た
ら
し
い
｡
し
か

し

『唐
書
』
の
編
修
に
従
事
し
た
十
年
余
り
の
間
､
彼
は
数
多
-
の
文
章
を
読
ん
で

熟
考
す
る
こ
と
に
な
り
､
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
文
章
を
書
く
こ
と
の
難
し
さ
を
痛
感

し
た
と
い
う
｡
さ
ら
に
宋
祁
は
､
そ
の
時
自
分
が
五
十
歳
以
前
に
書
い
た
他
人
を
模

倣
す
る
ば
か
り
の
文
章
を
恥
じ
､
｢文
章
と
い
う
も
の
は
必
ず
自
分
で
独
立
し
た

一

家
を
名
の
り
､
そ
れ
で
初
め
て
不
朽
の
も
の
と
な
り
得
る
の
だ
｣
と
'
文
体
の
個
性

の
重
要
性
に
気
づ
い
た
と
述
べ
て
い
る
｡

自
ら
の
文
章
修
行
に
つ
い
て
､
宋
祁
は
ま
た
同
じ

『宋
景
文
公
筆
記
』
巻
上

｢樺

俗
｣
で
'
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
｡

余
於
馬
文
､
似
速
攻
暖
｡
年
五
十
知
四
十
九
年
非
｡
余
年
六
十
始
知
五
十
九
年

非
､
其
庶
幾
至
於
道
平
｡
天
棄
余
才
挽
及
中
人
｡
中
人
之
流
､
未
能
名

一
世
､

然
自
力
於
昔
時
､
則
結
締
夫
｡

余

文
を
為
る
に
於
い
て
､
蓮
の
壌
援
た
る
が
似
し
｡
年
五
十
に
し
て
四
十
九

年
の
非
を
知
る
｡
余
年
六
十
に
し
て
始
め
て
五
十
九
年
の
非
を
知
る
は
､
其
れ

道
に
至
る
に
庶
幾
き
か
｡
天
の
余
に
棄
す
る
才
は
櫨
か
に
中
人
に
及
ぶ
の
み
｡

中
人
の
流
は
､
未
だ
能
-

一
世
に
名
あ
ら
ず
､
然
し
て
自
ら
昔
時
に
於
い
て
力

む
れ
ば
､
則
ち
結
締
た
ら
ん
｡

宋
祁
が
こ
こ
で
自
分
の
文
章
制
作
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
示
し
て
い
る

｢円
形
に
咲

き
広
が
っ
た
蓮
の
花
｣
は
､
満
開
の
花
の
豊
か
な
美
し
さ
を
言
う
も
の
だ
ろ
う
が
'

こ
の
状
態
に
至
る
ま
で
に
は
長
い
期
間
に
渡
る
努
力
を
要
し
た
と
い
う
｡
｢五
十
歳

で
四
十
九
年
間
の
間
違
い
を
悟
｣
り
､
さ
ら
に

｢六
十
歳
で
や
っ
と
五
十
九
年
間
の

六

間
違
い
を
悟

っ
た
｣
'
ま
た

｢天
が
私
に
与
え
た
才
能
は
や
っ
と
中
等
の
人
に
及
ぶ

だ
け
の
も
の
だ
｣
と
宋
祁
は
述
べ
て
い
る
｡
な
お
､
こ
の

｢時
に
応
じ
て
努
力
を
重

ね
て
道
に
至
る
｣
と
い
う
考
え
方
に
は
'
儒
教
､
と
り
わ
け
宋
学
的
な
発
想
と
の
関

連
を
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
｡

と
こ
ろ
で
､
こ
こ
で
言
う

｢年
五
十
知
四
十
九
年
非
｡
余
年
六
十
始
知
五
十
九
年

非
'
｣
は
､
そ
の
年
齢
か
ら
見
て
､
先
に
挙
げ
た
資
料
で
も
言
及
さ
れ
て
い
た

『新

唐
書
』
の
編
修
と
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
『新
唐
書
』
の
編
修
過

程
を
宋
祁
と
の
関
わ
り
か
ら
整
理
し
て
み
る
と
'
宋
祁
は
真
宗
威
平
元
年

(九
九
八
)

の
生
ま
れ
な
の
で
'
『新
居
書
』
の
編
修
が
始
ま

っ
た
仁
宗
慶
暦
五
年

(
一
〇
四
五
)

に
は
数
え
年
で
四
十
八
歳
で
あ

っ
た
｡
な
お
､
『績
資
治
通
鑑
長
編
』
巻

一
百
五
十

五
の
'
同
年
五
月
己
未
の
記
事
に
は
､
王
重
臣

(
l
O
O
1
-
l
〇
五
六
)
･
張
方

辛

(
一
〇
〇
七
～
一
〇
九

一
)
･
余
靖

(
一
〇
〇
〇
～
一
〇
六
四
)
を
刊
修

『唐
書
』

に
任
じ
た
と
あ
り
'
宋
祁
の
名
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
｡
刊
修
官
と
な
り
博
の
執
筆

を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
皇
祐
元
年

(
一
〇
四
九
)
六
月
壬
午

(同
巻

一
百
六
十

六
)
当
時
､
宋
祁
は
五
十
二
歳
で
あ
り
'
｢年
五
十
知
四
十
九
年
非
｡｣
は
'
編
修
に

参
与
す
る
少
し
前
の
こ
と
を
言
う
こ
と
に
な
る
｡
宋
祁
が
編
修
に
加
わ
っ
た
頃
の
経

緯
に
つ
い
て
'
同
じ
-
編
修
官
の
ひ
と
り
で
あ

っ
た
宋
敏
求
の

『春
明
退
朝
録
』
巻

下
は
'
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
｡

初
景
文
修

『慶
暦
編
赦
』
､
末
暇
到
局
｡
而
超
少
師
請
守
蘇
州
｡
王
文
安
丁
母

憂
､
張

･
楊
皆
出
外
'
後
遂
景
文
濁
下
筆
｡
久
之
､
欧
少
師
領
刊
修
'
遂
分
作

｢紀
｣
｢志
｣｡

初
め
景
文

『慶
暦
編
敢
』
を
修
L
t
未
だ
局
に
到
る
暇
な
し
｡
而
れ
ど
も
超

少
師

請
ひ
て
蘇
州
に
守
た
り
'
主
文
安

母
憂
に
丁
L
t
張

･
楊
は
皆
な
外

に
出
で
'
後
に
遂
に
景
文

濁
り
筆
を
下
ろ
す
｡
之
を
久
し
く
し
て
'
欧
少
師

刊
修
を
領
L
t
遂
に
分
け
て

｢紀
｣
｢志
｣
を
作
す
｡
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こ
れ
に
よ
る
と
'
宋
祁

(誼
'
景
文
公
)
は

『慶
暦
編
赦
』
の
編
修
を
担
当
し
て

い
た
た
め
'
当
初
は

『唐
書
』
編
修
局
に
や
っ
て
-
る
暇
が
な
か
っ
た
ら
し
い
｡
し

か
し
､
超
少
師

(概
)
が
知
蘇
州
と
な
り
主
文
安

(義
臣
)
が
母
の
喪
に
遭
い
､
張

方
平

･
楊
察
が
外
任
し
た
た
め
､
と
う
と
う
宋
祁
が

一
人
で
執
筆
を
担
当
す
る
こ
と

に
な
っ
た
と
い
う
｡
さ
ら
に
､
こ
の
よ
う
な
状
態
が
続
い
た
後
'
欧
少
師

(欧
陽
情
)

が
刊
修
官
を
受
け
'
つ
い
に
分
け
て

｢紀
｣
｢志
｣
を
制
作
し
た
と
さ
れ
て
い
る
｡

宋
敏
求
は
こ
こ
で
触
れ
て
い
な
い
の
だ
が
､
宋
祁
が
五
十
四
歳
で
あ

っ
た
同
三
年

(
一
〇
五

一
)
二
月
戊
中
に
､
越
囲
夫
人
曹
氏
の
客
で
あ

っ
た
張
彦
方
が
､
赦
牒
を

偽
造
し
て
人
を
官
職
に
就
け
よ
う
と
し
て
罪
に
問
わ
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
た

が
'
そ
の
際
'
宋
祁
は
息
子
が
張
彦
方
と
交
際
し
て
い
た
こ
と
で
答
め
を
受
け
､
外

任
し
て
知
竜
州

(現
河
南
省
)
と
な

っ
た

(同
巻

一
百
七
十
)
｡
し
か
し
早
-
も
三

月
乙
卯
に
は
'
宋
祁
に
対
し
て
'
宅
州
に
お
い
て

『唐
書
』
を
編
修
す
る
よ
う
命
が

下

(同
巻

一
百
七
十
)

っ
て
い
る
｡
な
お
､
そ
の
後
知
益
州

(現
四
川
省
)
に
赴
任

し
た
際
に
も
､
任
地
で

『唐
書
』
の
編
修
を
続
け
て
い
た
ら
し
-
､
魂
泰

(生
卒
年

未
詳
｡
黄
庭
堅
ら
と
交
遊
あ
り
｡
)
『東
軒
筆
録
』
巻
十
五

(中
華
書
局

唐
宋
史
料

筆
記
叢
刊

一
九
八
三
年
)
に
は
､
そ
の
様
子
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
｡

宋
子
京
博
学
能
文
章
､
天
資
濫
籍
､
好
薪
宴
'
以
衿
持
自
書
｡
晩
年
知
成
都
府
､

帯

『唐
書
』
於
本
任
刊
修
｡
毎
宴
罷
､
盟
淑
華
､
開
寝
門
､
垂
簾
'
燃
二
様
燭
､

魔
弾
爽
侍
､
和
墨
伸
紙
｡
遠
近
親
者
､
皆
知
尚
書
修

『唐
書
』
失
｡
望
之
如
神

仙
蔦
｡

末
子
京

博
学
に
し
て
文
章
を
能
-
し
､
天
資

濫
籍
に
し
て
､
薪
宴
を
好
み
､

斡
持
す
る
を
以
っ
て
自
ら
喜
ぶ
｡
晩
年

成
都
府
を
知
す
る
に
､
『唐
書
』
を

帯
し
本
任
に
於
い
て
刊
修
す
｡
毎
に
宴
罷
む
に
､
盟
淑
畢
は
り
'
寝
門
を
開
き
､

簾
を
垂
れ
､
二
様
燭
を
燃
や
し
'
魔
弾
爽
侍
し
て
'
墨
を
和
し
紙
を
伸
ば
す
｡

遠
近
よ
り
観
る
者
'
皆
な
尚
書
の

『唐
書
』
を
修
す
る
と
知
れ
り
｡
之
を
望
む

に
神
仙
の
如
し
｡

こ
れ
に
よ
る
と
､
任
地
で
公
務
や
宴
の
終
わ
っ
た
夜
遅
い
時
間
に
編
修
し
て
い
た

よ
う
だ
｡

そ
の
後
も
度
重
な
る
編
修
官
の
交
替

(煩
墳
な
た
め
詳
細
は
省
-
が
､
宋
敏
求

『春
明
退
朝
録
』
巻
下
等
に
詳
し
い
｡
)
も
あ
っ
て

『唐
書
』
の
編
修
は
進
ま
ず
､
五

十
七
歳
の
至
和
元
年

(
一
〇
五
四
)
七
月
甲
子
に
は
'
刊
修
官
の
宋
祁

･
編
修
官
の

苑
鎮
等
に

｢速
か
に
修
す
る
所
の

『唐
書
』
を
上
る
｣
よ
う
詔
が
あ
り

(同
巻

一
百

七
十
六
)
､
同
年
八
月
戊
中
に
欧
陽
情
に
刊
修

『唐
書
』
の
命
が
下
り
た

(同
)
｡
同

書
が
や
っ
と
完
成
し
た
嘉
祐
五
年

(
一
〇
六
〇
)
に
は
'
宋
祁
は
既
に
六
十
三
歳
に

な
っ
て
い
た
｡
彼
の
言
う

｢余
年
六
十
始
知
五
十
九
年
非
'
｣
は
､
せ
か
さ
れ
な
が

ら
懸
命
に
編
修
し
て
い
た
頃
の
感
慨
だ
ろ
う
か
｡

『新
暦
書
』
完
成
の
翌
年
､
嘉
祐
六
年

(
一
〇
六

一
)
に
'
宋
祁
は
六
十
四
歳
で

没
し
た
の
で
､
『
新
居
書
』
の
編
修
は
結
果
的
に
彼
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
に
な

っ
て
し

ま
っ
た
｡
先
に
引
い
た

『宋
景
文
公
筆
記
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
文
章
二
篇
の
剣
作

年
代
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
､
そ
の
内
容
か
ら
､
晩
年
の
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
｡
な
お
'
こ
の

『宋
景
文
公
筆
記
』
巻
上

｢梓
俗
｣
に
は
､
文
章
制
作
に
関
わ
っ

て
､
次
の
よ
う
な
記
述
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡

毎
見
膏
所
作
文
章
､
憎
之
必
欲
焼
乗
｡
梅
尭
里
書
目
､
｢
公
之
文
進
失
｡
僕
之

馬
詩
亦
然
｡
｣

毎
に
膏
作
れ
る
所
の
文
章
を
見
る
に
､
之
を
憎
み
て
必
ず
焼
き
棄
て
ん
と
欲
す
｡

梅
尭
里

喜
び
て
日
-
､
｢公
の
文

進
め
り
｡
僕
の
詩
を
為
る
も
亦
た
然
り
｣

と
｡

自
分
が
か
つ
て
書
い
た
文
章
に
我
慢
が
な
ら
な
い
と
い
う
宋
祁
の
態
度
は
'
こ
れ

ま
で
に
挙
げ
た
資
料
に
見
ら
れ
た
も
の
と
同
様
と
言
え
よ
う
｡
こ
こ
に
登
場
し
て
彼

を
褒
め
て
い
る

｢梅
東
壁
｣
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
は
不
明
だ
が
'
自
分
の
詩
作
杏

L
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引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
､
大
詰
め
に
な
っ
て
編
修
に
参
加
し
た
梅
重
臣

の
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡

三

宋
神
の
文
学
観

先
に
挙
げ
た

『宋
景
文
公
筆
記
』
巻
上

｢樺
俗
｣
の
'
年
少
時
か
ら

『新
居
書
』

の
編
修
に
従
事
す
る
ま
で
の
文
章
修
行
に
つ
い
て
述
べ
た
文
章

(余
少
雷
撃
本
無
師

友
～
)
で
､
宋
祁
は
､
『
唐
書
』
の
編
修
に
従
事
し
た
十
年
余
り
の
間
に
数
多
-
の

文
章
を
読
ん
で
熟
考
す
る
こ
と
に
よ
り
､
あ
ら
た
め
て
文
章
を
書
-
こ
と
の
難
し
さ

を
痛
感
し
'
さ
ら
に
自
分
が
五
十
歳
以
前
に
書
い
た
他
人
を
模
倣
す
る
ば
か
り
の
文

章
を
恥
じ
て
､
文
体
の
個
性
の
重
要
性
に
気
づ
い
た
と
述
べ
て
い
た
が
､
こ
の
章
段

に
は
さ
ら
に
も
う
少
し
続
き
が
あ
り
､
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
｡

陸
機
日
､
｢謝
朝
花
於
己
披
､
啓
夕
秀
於
末
振
｡｣
韓
愈
日
､
｢惟
陳
言
之
務
去
｡
｣

此
乃
馬
文
之
要
｡
五
経
皆
不
同
腔
､
孔
子
没
後
､
百
家
奮
興
､
類
不
相
沿
｡
是

前
人
皆
得
此
旨
｡
鳴
呼
'
吾
亦
悟
之
晩
失
｡
雑
然
､
若
天
慣
吾
年
'
猶
翼
老
而

成
云
｡

陸
機
日
-
､
｢朝
花
を
己
に
披
け
る
に
謝
し
､
夕
秀
を
末
だ
振
は
ざ
る
に
啓
く
｣

と
｡
韓
愈
日
-
､
｢惟
だ
陳
言
は
之
を
務
め
て
去
る
の
み
｣
と
｡
此
れ
乃
ち
文

を
馬
る
の
要
な
り
｡
五
経

皆
な
腔
を
同
じ
-
せ
ず
､
孔
子

没
し
て
後
'
百

家
奮
ひ
興
こ
り
､
類
は
相
ひ
沿
は
ず
｡
是
れ
前
人

皆
な
此
の
旨
を
得
た
り
｡

鳴
呼
､
吾
は
亦
た
之
を
悟
る
こ
と
晩
き
か
な
｡
然
り
と
難
も
､
若
し
天

吾
に

年
を
恨
さ
ば
､
猶
は
老
ひ
て
成
る
を
巽
ふ
と
云
ふ
｡

こ
こ
で

｢文
章
制
作
の
要
点
｣
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
陸
機

｢文
賦
｣
(文
選

巻
十
七
)
と
韓
愈

｢答
李
禰
書
｣
(韓
昌
繁
文
集
校
注
巻
三
)
の
語
句
は
､
文
脈
か

ら
､
い
ず
れ
も
先
人
が
既
に
用
い
た
表
現
は
避
け
る
べ
L
と
す
る
考
え
方
を
述
べ
た

ノヽ

も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
さ
ら
に
宋
祁
は
､
五
経
の
文
体
が
異

な
っ
て
お
り
､
孔
子
の
没
後
に
起
こ
っ
た
百
家
が
文
体
を
踏
襲
し
あ
わ
な
か

っ
た
の

は
'
先
人
た
ち
が
､
文
体
は
先
人
を
模
倣
す
る
の
で
は
な
-
様
々
な
個
性
を
持
つ
べ

き
で
あ
る
'
と
い
う
要
点
を
会
得
し
て
い
た
か
ら
だ
と
述
べ
て
い
る
｡
既
に
検
討
し

た
部
分
も
含
め
て
､
こ
の
章
段
で
宋
祁
は
文
体
の
個
性
を
重
視
す
る
態
度
を
強
調
し

て
い
る
が
'
『
宋
景
文
公
筆
記
』
の
な
か
に
は
'
こ
れ
以
外
に
も
文
体
や
表
現
の
個

性
の
重
視
に
言
及
し
た
箇
所
を
い
-
つ
か
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

柳
州
馬
文
､
或
取
前
人
陳
語
用
之
､
不
及
韓
吏
部
卓
然
不
巧
於
古
､
而

一
出
請

己
｡
劉
夢
得
巧
於
用
事
､
故
韓
柳
不
加
品
目
悪
｡

(巻
上

｢樺
俗
｣
)

柳
州
の
文
を
馬
る
は
､
或
ひ
は
前
人
の
陳
語
を
取
り
て
之
を
用
ひ
､
韓
吏
部
の

･∴

卓
然
と
し
て
古

へ
に
弓
か
ら
ざ
る
と
い
え
ど
も
､

一
に
諸
を
己
よ
り
出
だ
す
に

及
ば
ず
｡
劉
夢
得
は
事
を
用
ふ
る
に
巧
み
に
し
て
､
故
に
韓
柳
は
品
目
を
加

へ

ざ
る
の
み
｡

柳
子
厚

｢
正
符
｣
｢書
説
｣
､
難
模
寓
前
人
腔
裁
､
然
日
出
新
意
､
可
謂
文
夫
｡

劉
夢
得
著

｢
天
論
｣
三
篇
､
理
雄
未
極
､
其
辞
至
夫
｡
韓
退
之

｢送
窮
文
｣

｢進
撃
解
｣
｢毛
頴
博
｣

｢原
道
｣
等
諸
篇
､
皆
古
人
意
思
未
到
､
可
以
名
家
夫
｡

(巻
中

｢考
古
｣
)

柳
子
厚
の

｢
正
符
｣
｢曹
説
｣
は
､
前
人
の
鰭
裁
を
模
駕
す
る
と
錐
も
､
然
る

に
自
ら
新
意
を
出
だ
し
'
文
と
謂
ふ
べ
し
｡
劉
夢
得
の
著
せ
る

｢天
論
｣
三
篇

は
､
理

未
だ
極
ま
ら
ざ
る
と
雑
も
､
其
の
節
は
至
れ
り
｡
韓
退
之
の

｢送
窮

文
｣
｢進
撃
解
｣
｢
毛
頴
博
｣
｢
原
道
｣
等
の
諸
篇
は
､
皆
な
古
人
の
意
思
し
て

未
だ
到
ら
ざ
る
と
こ
ろ
に
し
て
､
以
て
名
家
た
る
べ
し
｡

＼

柳
子
厚
云
､
｢噂
笑
之
怒
'
甚
於
裂
比
｡
長
歌
之
音
'
過
於
働
実
｡｣
劉
夢
得
云
'
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湯浅陽子 宋祁と古文

｢骸
機

一
番
､
浮
誘
如
川
｡
｣
信
文
之
除
語
｡
韓
退
之
云
､
｢婦
順
夫
旨
､
子
厳

父
詔
｡
｣
又
云
､
｢耕
於
寛
閑
之
野
､
釣
於
寂
冥
之
潰
｡
｣
又
云
､
｢持
被
入
直
三

省
､
丁
寧
顧
蝉
子
語
､
刺
刺
不
得
体
｡
｣
此
等
皆
新
語
也
｡

(巻
中

｢考
古
｣
)

柳
子
厚
云
へ
ら
-
､
｢噂
笑
の
怒
り
は
､
脱
を
裂
-
よ
り
も
甚
だ
し
｡

長
歌
の

音
は
､
働
実
よ
り
も
過
ぎ
た
り
｣
(出
典
未
詳
｡
)
と
｡
劉
夢
得
云

へ
ら
-
､

｢
骸
機

一
た
び
委
し
､
浮
誘

川
の
如
し
｣
と
｡
信
に
文
の
険
語
な
り
｣

(｢上
准
南
李
相
公
啓
｣
)
と
｡
韓
退
之
云
へ
ら
-
'
｢婦
は
夫
の
旨
に
順
ひ
､
子

は
父
の
詔
を
厳
に
す
｣
(｢柳
州
羅
池
廟
碑
｣
)
と
｡
又
た
云
へ
ら
-
､
｢寛
閑
の

野
に
耕
し
､
寂
実
の
演
に
釣
す
｣
(｢答
崖
立
之
書
｣
)
と
｡
又
た
云
へ
ら
-
､

｢持
被
し
て
入
り
て
三
省
に
直
し
､
丁
寧
に
稗
子
の
語
を
顧
み
､
刺
刺
と
し
て

休
む
を
得
ず
｣
(｢送
般
員
外
序
｣
)
と
｡
此
れ
等
は
皆
な
新
語
な
り
｡

こ
こ
に
挙
げ
た
三
例
は
､
い
ず
れ
も
韓
愈

･
柳
宗
元

･
劉
南
錫
の
文
章
に
つ
い
て

批
評
し
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
う
ち
韓
愈
と
柳
宗
元
に
つ
い
て
は
､
後
世
に
お
い
て

い
わ
ゆ
る
唐
宋
八
大
家
に
数
え
ら
れ
､
中
庸
期
に
お
け
る
古
文
復
興
の
中
心
人
物
と

し
て
目
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
人
物
だ
が
､
宋
祁
の
文
学
批
評
に
お
い
て
は
､
両
者
と

並
ん
で
劉
南
錫
が
加
え
ら
れ
て
お
り
､
彼
独
白
の
視
点
を
示
し
た
も
の
と
言
う
こ
と

が
で
き
よ
う
｡
こ
の
う
ち
ま
ず
巻
上

｢梓
俗
｣
の
文
章
で
は
､
柳
宗
元
の
文
は
前
人

の
言
い
回
し
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
こ
と
が
あ
り
､
先
人
の
著
作
に
通
じ
て
い
て
も
､

ひ
た
す
ら
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
語
を
用
い
る
韓
愈
に
は
及
ば
な
い
と
評
L
t
ま
た
劉
南
錫

は
故
事
の
引
用
に
巧
み
で
あ
り
､
そ
の
た
め
韓
愈

･
柳
宗
元
は
品
評
を
加
え
な
か
っ

た
と
し
て
い
る
｡
ま
た
巻
中

｢考
古
｣
の
文
章
で
は
､
具
体
的
な
作
品
名
を
挙
げ
な

が
ら
､
古
人
の
考
え
至
ら
な
か
っ
た
文
章
を
書
い
た
韓
愈
を

｢名
家
｣
と
評
価
し
､

前
人
の
ス
タ
イ
ル
を
模
写
す
る
が
独
創
性
が
あ
る
と
し
て
柳
宗
元
を
評
価
し
'
さ
ら

に

｢辞
｣
(言
語
表
現
)
の
極
致
と
し
て
劉
南
錫
を
挙
げ
て
い
る
｡

さ
ら
に
巻
中

｢考
古
｣
の
も
う

一
つ
の
条
で
は
'
古
文
で
は
な
い
文
体
の

｢啓
｣

｢砕
｣
を
も
含
ん
で
､
具
体
的
な
文
例
を
挙
げ
て
韓
愈

･
柳
宗
元

･
劉
南
錫
を
併
柿

し
て
い
る
が
､
そ
の
評
価
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
の
は

｢新
語
｣
､

つ
ま
り
新

し
い
表
現
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
､
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
資
料
と
と
も
に
､
宋
祁
が

自
己
の
文
章
制
作
の
み
な
ら
ず
過
去
の
文
章
に
対
す
る
批
評
に
お
い
て
も
､
巧
み
に

典
故
を
ふ
ま
え
た
表
現
よ
り
も
'
著
者
に
よ
る
独
創
的
な
表
現
を
よ
り
評
価
し
て
い

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

ま
た
宋
祁
は

『新
居
喜
』
巻

一
百
七
十
六

｢韓
愈
博
｣
で
も
､
韓
愈
の
古
文
制
作

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

∵
∵

毎
言
文
章
自
漢
司
馬
相
如

･
太
史
公

･
劉
向

･
楊
雄
後
､
作
者
不
世
出
｡
故
愈

深
探
本
元
､
卓
然
樹
立
､
成

一
家
言
｡
其

｢原
道
｣
｢原
性
｣
｢師
説
｣
等
数
十

マ
マ

篇
'
皆
奥
街
閏
深
､
輿
孟
珂

･
楊
雄
相
表
裏
而
佐
佑
六
経
云
｡
至
電
文
造
端
置

辞
､
要
馬
不
襲
指
前
人
者
｡
然
惟
愈
馬
之
､
柿
然
若
有
給
｡
至
其
徒
李
朝

･
李

漠

･
皇
甫
淀
従
而
致
之
'
遠
不
及
遠
甚
｡

マ
マ

毎
に
言

へ
ら
-
文
章
は
漢
の
司
馬
相
如

･
太
史
公

･
劉
向

･
楊
雄
よ
り
後
､
作

者

世
に
出
で
ず
と
｡
故
に
愈
は
深
-
本
元
を
探
り
て
､
卓
然
と
し
て
樹
立
し
､

一
家
の
言
を
成
す
｡
其
の

｢原
道
｣
｢原
性
｣
｢師
説
｣
等
数
十
篇
は
'
皆
な
奥

rvて

桁
閏
探
に
し
て
､
孟
珂

･
楊
雄
と
相
ひ
表
裏
し
て
六
経
を
佐
佑
す
る
と
云
ふ
｡

官
の
文
の
造
端
置
辞
に
至
り
て
は
'
要
め
て
前
人
を
襲
指
せ
ざ
る
者
を
残
す
｡

然
る
に
惟
だ
愈
の
み
之
を
馬
L
t
柿
然
と
し
て
繰
り
有
る
が
若
し
｡
其
の
徒
の

李
朝

･
李
漠

･
皇
甫
淀
に
至
り
て
は
従
ひ
て
之
に
致
ひ
'
遥
か
に
は
及
ば
ず
し

て
遠
き
こ
と
甚
し
｡

マ
マ

こ
こ
で
は
韓
愈
の

｢漢
の
司
馬
相
如

･
太
史
公

(司
馬
遷
)
･
劉
向

･
楊
雄
以
降
､

文
章
の
優
れ
た
書
き
手
が
世
に
出
な
か
っ
た
｣
と
い
う
言
葉
を
引
用
L
t
そ
こ
で
韓

愈
は
そ
の
根
本
を
深
-
探
り
'
高
-
抜
き
ん
出
た

｢
一
家
言
｣
､
つ
ま
り
独
立
し
た

文
章
家
と
し
て
の
固
有
の
ス
タ
イ
ル
を
完
成
し
た
と
述
べ
て
い
る
｡
ま
た
､
韓
愈
の

九
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○
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人
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莱

○
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猟
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日
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｢原
道
｣
｢原
性
｣
｢師
説
｣
等
の
数
十
篇
は
､
み
な
深
み
が
あ
り
豊
か
な
も
の
で
あ

り
'
孟
子

･
揚
雄
と
互
い
に
表
裏
と
な
っ
て
六
経
を
助
け
る
も
の
で
あ
る
､
と
高
い

評
価
を
与
え
て
い
る
｡
さ
ら
に
韓
愈
の
文
章
の
書
き
出
し
か
た
と
言
葉
の
用
い
か
た

に
つ
い
て
は
､
か
な
ら
ず
前
人
の
文
章
を
襲
指
し
な
い
も
の
を
制
作
し
た
と
述
べ
て
'

そ
の
独
創
性
を
高
-
評
価
し
､
門
弟
の
李
朝

･
李
漠

･
皇
甫
淀
は
そ
れ
を
模
倣
し
よ

う
と
し
て
も
で
き
な
か

っ
た
と
述
べ
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
宋
祁
が
文
章
の
独
創
性
を
重
視
す
る
の
は
､
自
己
の
文
章
制
作
に
つ

い
て
だ
け
で
は
な
く
､
過
去
の
作
者
に
よ
る
既
存
の
文
章
を
批
評
す
る
場
合
に
も
共

通
し
て
お
り
'
そ
の
際
'
と
り
わ
け
独
創
性
の
高
い
文
章
の
作
者
と
し
て
'
韓
愈
に

高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
｡
と
こ
ろ
で
韓
愈
の
文
章
表
現
の
特
色
に
つ
い
て
は
､

後
に
黄
庭
堅

(
一
〇
四
五
～
一
一
〇
五
)
が

｢答
洪
駒
父
書
｣
(｢宋
黄
文
節
公
全
集
｣

正
集
巻
十
八

黄
庭
堅
全
集

四
川
大
学
出
版
社

二
〇
〇
一
年
)
に
お
い
て
､
次

の
よ
う
に
評
し
て
い
る
こ
と
が
'
よ
-
知
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
｡

自
作
語
最
難
､
老
杜
作
詩
'
退
之
作
文
'
無

一
字
無
乗
庭
'
蓋
後
人
講
書
少
'

故
謂
韓

･
杜
自
作
此
語
耳
｡
古
之
能
篤
文
章
者
､
真
能
陶
冶
寓
物
､
雄
取
古
人

之
陳
言
入
於
翰
墨
'
如
蛋
丹

一
粒
､
鮎
繊
成
金
也
｡

自
ら
語
を
作
す
は
最
も
難
-
'
老
杜
の
作
詩
､
退
之
の
作
文
は
､

一
字
と
し
て

乗
虚
無
き
こ
と
無
し
'
蓋
し
後
人
は
書
を
讃
む
こ
と
少
な
-
'
故
に
韓

･
杜
は

自
ら
此
の
語
を
作
れ
る
と
謂
へ
る
の
み
｡
古
の
能
-
文
章
を
残
る
者
は
､
虞
に

能
-
寓
物
を
陶
冶
す
れ
ば
､
古
人
の
陳
言
を
取
り
て
翰
墨
に
入
る
る
と
難
も
､

震
丹
の
1
粒
の
如
-
'
鎖
を
鮎
じ
て
金
と
成
す
な
り
｡

こ
の
文
章
は
､
い
わ
ゆ
る

｢鮎
繊
成
金
｣
の
典
拠
と
し
て
引
か
れ
る
こ
と
の
多
い

も
の
だ
が
､
こ
こ
で
の
黄
庭
堅
は
､
韓
愈
の
文
章
を
'

一
字
と
し
て
出
典
を
持
た
な

い
こ
と
が
な
い
も
の
と
捉
え
､
そ
れ
を
う
ま
-

｢陶
冶
｣
し
て
い
る
こ
と
に
そ
の

｢
能
文
｣
さ
を
見
出
し
て
い
る
｡
こ
こ
で
見
て
き
た
宋
祁
の
捉
え
方
は
'
黄
庭
聖
か

衰

ら
は
､
｢書
物
の
読
み
よ
う
が
少
な
い
た
め
に
､
韓
愈

･
杜
甫
は
自
ら
こ
の
語
を
作

っ

た
の
だ
と
恩
｣

っ
て
い
る
の
だ
と
批
判
さ
れ
る
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
､
そ
れ

は
ど
ち
ら
が
正
し
い
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
-
'
両
者
の
志
向
の
違
い
に
よ
る
着
眼

点
の
違
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
'

両
者
の
志
向
の
違
い
の
背
景
に
は
､
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
志
向
の
違
い
が
存
在
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
｡

四

｢自
立
之
言
｣
と

｢
一
家
之
言
｣

で
は
､
こ
の
北
宋
仁
宗
期
に
あ
っ
て
は
､
古
文
の
習
得
な
ら
び
に
文
章
批
評
に
お

い
て
こ
の
よ
う
に
独
創
性
を
重
視
す
る
態
度
は
'
宋
祁
の
み
に
見
る
こ
と
の
で
き
る

も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
こ
で
次
に
､
宋
祁
と
同
時
代
に
活
動
し
､
彼
の
身
近
に

い
た
人
物
で
も
あ
り
､
か
つ
当
時
に
お
け
る
古
文
復
興
の
代
表
的
な
人
物
で
も
あ
る

欧
陽
修
の
場
合
に
つ
い
て
少
し
検
討
し
､
比
較
し
て
み
た
い
｡

す
で
に
見
た
よ
う
に
'
宋
祁
は

『新
居
書
』
の
編
修
が
'
彼
に
と

っ
て
文
章
修
行

の
よ
い
機
会
と
な
っ
た
と
考
え
て
い
た
が
'
欧
陽
情
が
､
彼
自
身
の
文
章
修
行
に
つ

い
て
述
べ
た
文
章
と
し
て
'
ま
ず
想
起
さ
れ
る
の
は
'
年
少
期
に
お
け
る
韓
愈
文
集

の
偶
然
の
発
見
か
ら
そ
の
後
の
古
文
復
興

へ
の
経
緯
を
述
べ
た
､
嘉
祐
年
間

(
一
〇

五
六
～
一
〇
六
三
)
の
作
と
さ
れ
る

(目
録
で
の
注
記
に
よ
る
｡
)
｢記
膏
本
韓
文
後
｣

(居
士
外
集
巻
二
十
三
)
だ
ろ
う
｡
だ
が
'
そ
れ
以
前
の
'
夷
陵
令
に
左
遷
さ
れ
て

い
た
景
祐
四
年

(
一
〇
三
七
)
に
書
か
れ
た

(目
録
の
注
記
に
よ
る
｡
)
｢輿
荊
南
楽

秀
才
書
｣
(居
士
集
巻
四
十
七

四
部
叢
刊
所
収
本

以
下
同
)
に
も
､
次
の
よ
う

な
記
述
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡

僕
少
孤
貧
'
余
禄
仕
以
養
親
､
不
暇
就
師
窮
経
以
撃
聖
人
之
遺
業
｡
而
渉
猟
書
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ま 僑
ず は こ

､こ の て 名 時 ら 夫 彼 有 に に 然 恐 を 姑 て 僕 噸 好 則 改 士 恐 史
科 の 手 万 巻 人 ざ れ を る 普 及 る る 移 く 経 時､受 其

○

不､
挙 人 紙 に を の る 時 為 に た び に る し 世 を 少 故 而 禍 篤 及 悦 姑
及 物 を 発 病 鵠 な 文 せ 庶 る て 有 の 彼 俗 窮 き 也 彊､ ､得 手 随
第 に 宛 著 む す り は ば 幾 に 巳 司 み に の め よ

○

篤 此 庶 第 時 世
以 対 て を に 者

○

浮 則 し 足 束 に 贋 作 以 り 先 之 明 幾 己 人 俗
前 し た 世 足 に 僕 巧 ち

○

ら､探 し べ る て 孤 輩､効 有 来､作
に て 柴 に れ 比

っ､秀取るし天守警警嘉聖書て占詔芙芝筈琵増毛占若詔
謹呈貢…≡享惹≡壷慧昌三喜岩琶萎蓬芸藁葺萎芸憂含岩書芸て ら と ん 時 尤 ロ

く､蓋孟慧芸書芸壷萎墓芸薫芸豊富吾妻琶藁茎書聖書芸壷
幼 文 人 す ふ な ら 雄 鳥 て て 所

妄還ご月.;寄表雷管聖書墓学童冨誓賢哲喜琶至≡義挙買覆
し 得 に ば 故 ず

､

､ば ば ひ

宣誓這毒;to畏宕量警表芸吾完更l遥占号翌月.;琶孟夏望考表

裏芸零墨書夏雲等量誓書等量宴霊室茎弼董芸要義禦
し し 詳 順

而
○

獲 之 ､篤
窺 僕 著 知 屡 浮

た い で 莫 ん 取 ､た な ら 名 天､ ､以 薄
讐 姿 篤 始 先

､

者 不 此 大 多 惟

の に 表 す で 向 て 輿 げ 進 と こ 文 人 つ し れ た に さ に じ
よ ､現 こ る あ を こ い に ら 士 は の 章 の い た ら

｣

し ら 急 っ

古 う 同 に の と る 改 の る 作 れ 及 明 ｢を
知 て 文 れ と ､に ぎ く

人 に じ つ｢ も
○

め 文 も り 及 第 言 大 改 る は 章 な も こ 当､り

ヽ

=毒葦著書芸董琴古､
『 は よ や の る へ

易 ､る 文 に こ と
』ミ

次 J 章 類 と 志

湯浅陽子 宋祁と古文

史
､
姑
随
世
俗
作
所
謂
時
文
者
'
皆
穿
義
経
博
､
移
此
儀
彼
'
以
馬
浮
薄
､
惟

恐
不
悦
子
時
人
'
非
有
卓
然
自
立
之
言
如
古
人
者
｡
然
有
司
過
採
､
屡
以
先
多

士
｡
及
得
第
己
来
'
自
以
前
所
為
不
足
以
栴
有
司
之
拳
而
嘗
長
者
之
知
､
始
大

改
其
篤
､
庶
幾
有
立
｡
然
言
出
而
罪
至
'
撃
成
而
身
辱
｡
馬
彼
則
獲
著
'
馬
此

則
受
禍
､
此
明
効
也
｡
夫
時
文
離
日
浮
巧
'
然
其
馬
功
亦
不
易
也
｡
僕
天
姿
不

好
'
而
彊
馬
之
､
故
比
時
人
之
馬
者
尤
不
工
'
然
己
足
以
取
禄
仕
而
病
名
著
者

順
時
故
也
｡
先
輩
少
年
志
盛
方
欲
取
柴
著
於
世
'
則
莫
若
順
時
｡

僕

少
き
よ
り
孤
貧
に
し
て
､
禄
任
し
て
以
て
親
を
養
ふ
を
貧
り
､
師
に
就
き

て
経
を
窮
め
以
て
聖
人
の
遺
業
を
学
ぶ
に
暇
あ
ら
ず
｡
而
し
て
書
史
を
渉
猟
し
､

姑
-
世
俗
の
作
る
所
謂
時
文
な
る
者
に
随
ふ
に
'
皆
な
経
侍
を
穿
壷
し
て
'
此

を
移
し
彼
に
儀
べ
､
以
て
浮
薄
な
り
と
為
す
も
'
惟
だ
時
人
に
悦
ば
れ
ざ
る
を

恐
る
る
の
み
に
し
て
､
卓
然
た
る
自
立
の
言
の
古
人
の
如
き
者
有
る
に
非
ず
｡

然
る
に
有
司

採
る
を
過
ち
､
屡

以
て
多
士
に
先
ん
じ
せ
し
む
｡
得
第
す
る

に
及
び
て
巳
乗
､
自
ら
以
前
馬
す
所
は

以
て
有
司
の
翠
に
栴
ひ
て
長
者
の
知

に
嘗
た
る
に
足
ら
ざ
れ
は
､
始
め
て
大
ひ
に
其
の
為
す
と
こ
ろ
を
改
め
'
立
つ

有
る
に
庶
幾
し
｡
然
る
に
言
出
で
て
罪
は
至
り
､
撃
成
り
て
身
は
辱
め
ら
る
｡

彼
を
為
せ
ば
則
ち
著
を
獲
､
此
を
為
せ
ば
則
ち
禍
を
受
-
､
此
れ
明
効
な
り
｡

夫
れ
時
文
は
浮
巧
な
り
と
日
ふ
と
難
も
'
然
る
に
其
の
功
を
馬
す
は
亦
た
易
か

ら
ざ
る
な
り
｡
僕

天
資

好
か
ら
ず
､
而
れ
ど
も
彊
ひ
て
之
を
馬
し
､
故
に

時
人
の
馬
す
者
に
比
し
て
尤
も
工
な
ら
ず
､
然
る
に
巳
に
以
て
禄
仕
を
取
り
て

名
著
を
縮
む
に
足
れ
る
は
時
に
順
ふ
が
故
な
り
｡
先
輩

少
年
に
志
盛
ん
に
し

て
方
に
葉
巻
を
世
に
取
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
､
則
ち
時
に
順
ふ
に
若
く
は
莫
し
｡

こ
の
手
紙
を
宛
て
た
柴
秀
才
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
は
未
詳
だ
が
､
こ
こ
で
欧
陽

情
は
こ
の
人
物
に
対
し
て
､
自
ら
の
古
文
習
得
の
経
緯
を
詳
し
-
説
明
し
て
い
る
｡

ま
ず
'
科
挙
及
第
以
前
に
つ
い
て
は
'
幼
く
し
て
父
を
亡
-
し
貧
し
か

っ
た
た
め
､

じ

っ
く
り
と
学
問
を
深
め
る
こ
と
よ
り
も
仕
官
し
て
俸
給
を
得
て
母
親
を
養
う
こ
と

に
急
ぎ
､
書
物
を
広
く
あ
さ
り
読
ん
で
時
文

(餅
文
)
を
制
作
し
た
と
述
べ
て
い
る
｡

さ
ら
に
当
時
'
餅
文
に
対
し
て
､
｢
み
な
経
書
の
本
文
や
博
に
穴
を
開
け
て
虫
食
い

に
L
t
こ
れ
を
移
し
あ
れ
を
な
ら
べ
る
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
の
で
､
軽
薄
に
感
じ

た
｣
と
も
述
べ
'
ま
た
当
時
の
自
分
の
態
度
に
つ
い
て
は
'
世
の
中
の
人
に
受
け
入

れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
恐
れ
て
い
た
が
､
｢古
人
｣
の
よ
う
に
高
-
抜
き
ん
出
た
自
立

し
た
文
章
表
現
は
で
き
な
か

っ
た
と
し
て
い
る
｡
ま
た
そ
の
後
の
科
挙
及
第
以
降
に

つ
い
て
は
'
自
分
が
以
前
に
制
作
し
た
も
の
は
'
科
挙
向
き
で
は
あ

っ
て
も
優
れ
た

人
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
る
に
は
不
十
分
だ
と
考
え
､
初
め
て
大
い
に
そ
の
制
作
す
る

文
章
を
改
め
た
結
果
'
自
立
し
た
も
の
に
近
-
な

っ
た
と
述
べ
て
い
る
｡
こ
こ
で
は

こ
の

｢大
ひ
に
其
の
為
す
と
こ
ろ
を
改
め
た
｣
結
果
作
ら
れ
た
文
章
が
古
文
で
あ
る

と
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
が
'
｢記
善
本
韓
文
後
｣
(居
士
外
集
巻
二
十
三
)
の

｢拳

進
士
及
第
'
官
子
洛
陽
､
而
デ
師
魯
之
徒
皆
在
､
遂
相
輿
作
馬
古
文
｡
(進
士
に
馨

げ
ら
れ
及
第
L
t
洛
陽
に
官
す
る
に
､
而
し
て
デ
師
魯
の
徒
皆
な
在
り
､
遂
に
相
ひ

輿
に
作
り
て
古
文
を
為
す
｡
)
｣
と
い
う
記
述
と
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
､
古
文
を
指
し

て
い
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
｡

こ
の
文
章
に
お
い
て
興
味
深
い
の
は
､
欧
陽
修
が
､
自
ら
餅
文
か
ら
古
文

へ
と
志

向
を
改
め
た
経
緯
を
､
｢
自
立
之
言
｣
を
求
め
る
過
程
と
し
て
説
明
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
の

｢自
立
之
言
｣
は
'
｢古
人
｣
が
そ
う
で
あ

っ
た
の
に
類

す
る
と
も
さ
れ
て
い
る
｡

こ
の

｢古
人
｣
と

｢自
立
之
言
｣
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
'
さ
ら
に
学
問
や
文
章

表
現
に
つ
い
て
､
欧
陽
情
は
､
前
の
書
の
前
年
の
景
祐
三
年

(題
下
の
注
記
に
よ
る
｡)

に
､
同
じ
人
物
に
宛
て
た

｢輿
楽
秀
才
第

一
書
｣
(居
士
外
集
巻
十
九
)
で
は
'
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

古
人
之
学
者
非

一
家
､
其
馬
道
雄
同
､
言
語
文
章
未
嘗
相
似
｡
孔
子
之
繋

『易
』､

一
一
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の ず た で 言 ぞ

作 れ ち い 莫 れ 欧
で も を う を に 陽 所 立 ざ り せ に は か 子 作 嘗 古 自 則 則 不 張 周
あ 彼 指

｢飾
異 僑 を す れ ､ば し 然 ら 潜 る て 人 知 必 用 然 輿 公

り の し 今 り な は 知 る ば 限 則 て ら ず 子 は 相 の 其 屈 力 ､顔 之
､生 て 之 大 っ こ る こ ､り ち 以 ず ､夏 ､ひ 撃 所 曲 難 不 回 作

こ 涯 い 撃 げ た こ こ と 則 有 力 て ､各 子 其 似 は 守 髪 ､務 同 書
れ の る 者 さ 個 で と 鮮 ち れ を 華 深 お 張 の ず 一

也 態 用 探
-

､

に な と
｣

に 性 ､莫 な 必 ば 用 を く の は 辞
o

家
○

､力 講 師 英
先 か 思 は 表 を 古 き し ず 則 ふ 鵠 講 其 顔 孔 に 以 難 而 ､斯
立 で わ ､現 持 人 な

○

屈 ち る し し の 回 皆 子 非 随 則 篤 其 之
つ 此 れ 時 す っ の り 此 曲 渇 こ ､て 性 と な の ず 時 有 信 篤 作
時 較 る 文 る て 言

○

れ 愛 き と 其 之 に 師 岡 『

､

俗 限 之 人 頗
期 的

○

っ ｢ い 語 其 態 易 難 の を よ を じ 易 其 之
､

､皆
､

に 早 こ ま 今 る 表 の し し く 言 篤 り 同 か
』

の 所 有 徒 不 其
､い こ り 之 と 現 中 て

○

､を く て
- ら に 通 好 限 巧 同 辞

洛 時 に 当 撃 述 や に ､又 力 張 信 道 に ず 繋 篤 ､則 其 ､皆
陽 期 挙 時 者 べ 学 充 以 た を り ず に す ､し る 鮮 易 詞 各 不
留 で げ 流｣ て 問 て て 共 用 て る 就 る 而 ､は 克 掲 以 由 同
守 あ た 行 の ､は る 時 の ふ 以 に け も も 周 同 自

○

篤 其
､

推 る 欧 の 態 深 白 老 俗 辞 る て 務 る ､各 公 じ 立 又 葦 性 而
官 景 陽 文 度 く 立 足 の を こ 大 め の 其 お の と

○

其 ､而 各
に 祐 幡 体 を 議 し ら 好 篤 と を ず み の の 苦 難 此 篤 張 就 自
在 年 の で 批 論 た ず む す 難 篤

､ ○

人 自 を も 其 辞 其 於 以
任 間 二 あ 判 す も し 所 に け す 徒 今 と ら 作

､

充 ､言 道 残
し の つ つ し る の て に ､れ

○

に の 鵠 以 り 言 於 不 以 耳 経
て 夷 の た て こ で 白 随 前 ば 夫 其 挙 り て ､語 中 規 篤

○ ､

い 陵 書 餅 お と あ ら ひ 人 則 れ の ぶ は 経 英 文 者 模 大 今 子
た 令 簡 文 り も り 其､に ち 強 詞 者 皆 と 斯 章 不 於

○

之 済
彼 左 は の ､な

､

の 克 規 限 ひ を は な 篤 の は 足 前 夫 撃 子
が 遷 ､作 こ し そ 守 く 模 り て 巧 或 同 す 頒 未 而 人 強 者 夏
､中 い 者 こ に れ る 自 せ 有 為 み ひ じ ､を だ 莫 ､鵠 或 子

上 代 韓 文 文 示 持 り て 類 う 学 の ち 人 の 章 己 欧 よ 本 デ
海 の 愈 の と し っ こ J 後 不 考 間 臣 ざ 之 ､修 の 陽 り 来 沫
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周
公
之
作
書
､
英
斯
之
作
頻
､
其
辞
皆
不
同
､
而
各
自
以
馬
経
'
子
茄
子
夏
子

張
輿
顔
回
同

l
師
､
其
馬
人
皆
不
同
､
各
由
其
性
而
就
於
道
耳
｡
今
之
学
者
或

不
然
､
不
務
探
講
而
篤
信
之
'
徒
巧
其
詞
以
馬
葦
､
張
其
言
以
馬
大
｡
夫
強
馬

則
用
力
難
'
用
力
難
則
有
限
'
有
限
則
易
喝
｡
又
其
馬
辞
､
不
規
模
於
前
人
､

則
必
屈
曲
変
態
､
以
随
時
俗
之
所
好
､
鮮
克
自
立
｡
此
其
充
於
中
老
不
足
而
美

白
知
其
所
守
也
｡

古
人
の
撃
は

l
家
に
非
ず
'
其
の
道
為
る
は
同
じ
と
雄
も
､
言
語
文
章
は
未
だ

嘗
て
相
ひ
似
ず
｡
孔
子
の

『
易
』
に
繋
し
､
周
公
の
書
を
作
り
､
笑
新
の
頚
を

作
る
は
､
其
の
節

皆
な
同
じ
か
ら
ず
､
而
も
各
お
の
自
ら
以
て
経
と
馬
す
､

子
茄
子
夏
子
張
は
顔
回
と
師
を
同

l
に
す
る
も
'
其
の
人
と
罵
り
は
皆
な
同
じ

か
ら
ず
､
各
お
の
其
の
性
に
よ
り
て
道
に
就
け
る
の
み
｡
今
の
学
ぶ
者
は
或
ひ

は
然
ら
ず
､
深
-
講
し
て
之
を
篤
-
信
ず
る
に
務
め
ず
､
徒
に
其
の
詞
を
巧
み

に
し
て
以
て
華
を
残
し
'
其
の
言
を
張
り
て
以
て
大
を
馬
す
｡
夫
れ
強
ひ
て
為

せ
ば
則
ち
力
を
用
ふ
る
こ
と
難
-
､
力
を
用
ふ
る
こ
と
難
け
れ
ば
則
ち
限
り
有

り
'
限
り
有
れ
ば
則
ち
渇
き
易
し
｡
又
た
其
の
節
を
馬
す
に
､
前
人
に
規
模
せ

ざ
れ
ば
､
則
ち
必
ず
屈
曲
変
態
し
て
､
以
て
時
俗
の
好
む
所
に
随
ひ
､
克
-
冒

立
す
る
こ
と
鮮
な
し
｡
此
れ
其
の
中
に
充
て
る
者
足
ら
ず
し
て
自
ら
其
の
守
る

所
を
知
る
こ
と
莫
き
な
り
｡

欧
陽
修
は
こ
こ
で
､
古
人
の
言
語
表
現
や
学
問
は
自
立
し
た
も
の
で
あ
り
､
そ
れ

ぞ
れ
に
異
な

っ
た
個
性
を
持

っ
て
い
る
と
述
べ
て
､
深
-
議
論
す
る
こ
と
も
な
し
に

言
葉
を
飾
り
大
け
さ
に
表
現
す
る

｢今
之
学
者
｣
の
態
度
を
批
判
し
て
お
り
'
こ
こ

で
い
う

｢今
之
学
者
｣
は
､
時
文
つ
ま
り
当
時
流
行
の
文
体
で
あ

っ
た
餅
文
の
作
者

た
ち
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
こ
こ
に
挙
げ
た
欧
陽
修
の
二
つ
の
書
簡
は
､
い

ず
れ
も
彼
の
生
涯
の
な
か
で
比
較
的
早
い
時
期
で
あ
る
景
祐
年
間
の
夷
陵
令
左
遷
中

の
作
で
あ
り
､
こ
れ
に
先
立
つ
時
期
に
､
洛
陽
留
守
推
官
に
在
任
し
て
い
た
彼
が
､

三

戸
株
か
ら
刺
激
を
受
け
て
古
文
の
制
作
を
は
じ
め
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
'

本
来
の
彼
の
古
文
は
､
古
人
に
学
び
つ
つ
も
､
単
に
そ
れ
を
模
倣
す
る
の
で
は
な
-
､

よ
り
自
立
性
の
あ
る
文
章
や
学
問
を
志
向
す
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
｡

欧
陽
情
の
こ
の
よ
う
な
態
度
は
､
そ
の
古
人
の
文
章
に
学
び
つ
つ
も
'
独
立
し
た
冒

己
の
文
体
を
模
索
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
､
す
で
に
本
稿
で
見
て
き
た
宋
祁
の
文

章
修
行
に
お
け
る
姿
勢
､
例
え
ば
す
で
に
見
た

『
宋
景
文
公
筆
記
』
巻
上

｢
樺
俗
｣

の
､
｢夫
文
章
必
目
名

l
家
､
然
後
可
以
侍
不
朽
｡
若
腔
規
重
囲
準
万
作
拒
､
終
鳥

人
之
臣
僕
｡
(夫
れ
文
章
は
必
ず
自
ら

一
家
を
名
の
り
､
然
る
後
に
以
て
侍
り
て
朽

ち
ざ
る
べ
し
｡
若
し
規
に
催
し
て
園
を
書
き
方
に
準
し
て
姫
を
作
ら
は
､
終
ひ
に
人

の
臣
僕
と
馬
ら
ん
｡
)
｣
等
に
近
似
し
た
も
の
で
あ
る
し
､
ま
た
古
人
の
言
語
表
現
や

学
問
は
自
立
し
た
も
の
で
あ
り
､
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な

っ
た
個
性
を
持

っ
て
い
る
と
い

う
考
え
方
に
は
'
同
じ

｢樺
俗
｣
の
､
｢五
経
皆
不
同
髄
'
孔
子
没
後
､
百
家
奮
輿
'

類
不
相
沿
｡
是
前
人
皆
得
此
旨
｡
(五
経

皆
な
髄
を
同
じ
く
せ
ず
'
孔
子

没
し

て
後
'
百
家
奮
ひ
興
こ
り
､
類
は
相
ひ
沿
は
ず
｡
是
れ
前
人

皆
な
此
の
旨
を
得
た

り
｡
)
｣
と
の
類
似
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

こ
の
よ
う
に
欧
陽
修
と
宋
祁
は
'
文
章
や
学
問
に
お
け
る
強
い
自
立
性
の
志
向
を

持

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
､
た
だ
､
こ
こ
で
彼
ら
が
文
体
の
独
立
の
規
範
と
し
て

示
し
て
い
る
の
か
､
儒
教
の
経
書
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
-
べ
き
だ
ろ
う
｡
古

文
と
儒
家
の
理
念
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
え
る
に
は
､
ま
ず
中
庸
期
に
お
け
る
古

文
の
復
興
者
で
あ
る
韓
愈
に
ま
で
遡
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
が
､
周
知
の
と
お
り
､

韓
愈
が

｢古
｣
に
お
け
る
理
想
の
文
章
の
作
者
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
の
は
､
漠

代
の
文
章
家
た
ち
で
あ
る
｡
韓
愈
は

｢送
孟
東
野
序
｣
(韓
昌
賛
文
集
校
注
巻
四

上
海
古
籍
出
版
社

一
九
八
六
年
)
に
お
い
て
､

秦
之
興
'
李
斯
鳴
之
｡
漢
之
時
､
司
馬
遷

･
柏
如

･
揚
雄
最
其
善
鳴
者
也
｡
其

下
魂

･
晋
氏
､
鳴
者
不
及
於
古
､
然
亦
未
嘗
絶
也
｡
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古
○

で ｢

文 き 古 そ 具 第
』

l
制

作
に

湯浅陽子 宋祁と-ll;文

秦
の
興
る
や
､
李
斯

之
に
鳴
る
｡
漢
の
時
､
司
馬
遷

･
相
如

･
揚
雄
は
最
ち

其
の
善
-
鳴
る
者
な
り
｡
其
の
下
の
魂

･
晋
氏
は
､
鳴
る
者
は
古

へ
に
及
ば
ず
'

然
れ
ど
も
亦
た
未
だ
嘗
っ
て
絶
え
ざ
る
な
り
｡

と
述
べ
､
漠
の
司
馬
遷

･
司
馬
相
如

･
揚
雄
を

｢古
｣
の
最
も
よ
-
鳴
り
響
い
た
者
､

つ
ま
り
最
高
の
文
章
の
書
き
手
と
し
て
高
-
賞
賛
し
'
ま
た

｢答
崖
立
之
書
｣
(韓

昌
繁
文
集
校
注
巻
三
)
で
は
'
吏
部
詮
試
の
落
第
を
め
ぐ
る
憤
感
を
､
｢
誠
使
古
之

豪
傑
之
士
若
屈
原

･
孟
珂

･
司
馬
遷

･
相
如

･
揚
雄
之
徒
進
干
是
選
､
必
知
其
懐
漸

乃
不
日
進
而
巳
耳
｡
(誠
に
古
の
豪
傑
の
士
の
屈
原

･
孟
珂

･
司
馬
遷

･
相
如

･
揚

雄
の
徒
の
若
き
を
し
て
是
の
選
に
進
め
し
む
れ
ば
'
必
ず
其
の
懐
漸
し
て
乃
ち
自
ら

進
ま
ざ
る
の
み
な
る
を
知
ら
ん
｡
)
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
か
ら
明
ら
か
な
よ
う

に
､
文
章
に
よ
っ
て
多
少
の
出
入
り
は
あ
る
も
の
の
'
韓
愈
は
概
ね
漢
の
司
馬
相
如

･

司
馬
遷

･
揚
雄
を
文
章
の
最
高
の
作
者
と
認
め
て
お
り
､
理
想
と
す
べ
き

｢古
之
豪

傑
｣
と
し
て
は
､
こ
の
他
に
先
秦
の
屈
原

･
孟
子
を
挙
げ
て
い
る
｡

宋
祁
は
先
に
も
挙
げ
た

『新
唐
書
』
巻

一
百
七
十
六

｢韓
愈
博
｣
で
､
韓
愈
の
古

文
制
作
に
つ
い
て
､

マ
マ

毎
言
文
章
自
漢
司
馬
相
如

･
太
史
公

･
劉
向

･
楊
雄
後
､
作
者
不
世
出
｡
故
愈

深
探
本
元
､
卓
然
樹
立
､
成

一
家
言
｡
其

｢原
道
｣
｢原
性
｣
｢師
説
｣
等
数
十

マ
て

篇
､
皆
奥
街
閏
深
､
輿
孟
珂

･
楊
雄

相
表
裏
而
佐
佑
六
経
云
｡
至
電
文
造
端

置
辞
､
要
馬
不
襲
指
前
人
者
｡

マ
て

毎
に
言

へ
ら
-
文
章
は
漠
の
司
馬
相
如

･
太
史
公

･
劉
向

･
楊
雄
よ
り
後
､
作

者

世
に
出
で
ず
と
｡
故
に
愈
は
探
-
本
元
を
探
り
て
､
卓
然
と
し
て
樹
立
し
､

一
家
の
言
を
成
す
｡
其
の

｢原
道
｣
｢原
性
｣
｢師
説
｣
等
数
十
篇
は
､
皆
な
奥

マ
マ

桁
閏
探
に
し
て
'
孟
珂

･
楊
雄
と
相
ひ
表
裏
し
て
六
経
を
佐
佑
す
る
と
云
ふ
｡

宅
の
文
の
造
端
置
辞
に
至
り
て
は
､
安
め
て
前
人
を
襲
指
せ
ざ
る
者
を
馬
す
｡

と
述
べ
'
韓
愈
が

｢古
｣
､
具
体
的
に
は
漠
の
司
馬
相
如

･
司
馬
遷

･
劉
向

･
揚
雄

の
文
章
を
高
-
評
価
し
､
そ
の
後
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
伝
統
を
復
興
す
る
た
め
に
､

｢
深
く
本
元
を
探
｣

っ
て
､
高
-
抜
き
ん
出
た

｢
一
家
言
｣
を
樹
立
し
た
と
述
べ
て

い
る
｡
さ
ら
に
特
に

｢原
道
｣
｢原
性
｣
｢師
説
｣
等
の
数
十
篭
に
つ
い
て
は
'
み
な

深
み
が
あ
る
豊
か
な
も
の
で
あ
り
､
孟
珂

･
揚
雄
と
互
い
に
表
裏
と
な
っ
て
六
経
を

助
け
る
も
の
だ
と
賞
賛
し
て
お
り
'
韓
愈
の
古
文
制
作
に
対
し
て
､
｢古
｣
の
孟
子
､

揚
雄
以
来
の
儒
教
の
道
続
を
継
承
す
る
も
の
と
い
う
位
置
づ
け
を
与
え
て
い
る
｡

中
庸
期
の
韓
愈
の
古
文
復
興
に
お
け
る

｢古
｣

へ
の
志
向
に
つ
い
て
､
す
で
に
王

達
難
民

･
楊
明
氏
は
､
｢韓
愈
曾
多
次
説
､
他
之
提
唱
古
文
､
輿
企
囲
復
古
道
有
閑
｡

(韓
愈
は
､
彼
の
古
文
提
唱
が
､
古
の
道
に
復
す
こ
と
を
図
る
こ
と
と
関
わ
る
も
の

で
あ
る
と
何
度
も
述
べ
て
い
る
｡
)
｣
(『
隔
唐
五
代
文
学
批
評
史
』
第
二
編

｢唐
代
中

期
的
文
学
批
評
｣
第
四
章

｢中
居
古
文
作
者
及
其
先
駆
的
文
学
批
評
｣
第
三
節

｢韓

愈
｣

一
｢提
唱
古
文
､
反
対
断
髄
｣
四
百
八
十
七
貢

一
九
九
四
年

上
海
古
籍
出

版
社
)
と
指
摘
さ
れ
､
ま
た
川
合
康
三
氏
は

｢韓
愈
の

『古
』
へ
の
志
向
-
貞
元
年

間
を
中
心
に
-

｣
(終
南
山
の
変
容
-
中
居
文
学
論
集

一
九
九
九
年

研
文
出
版
)

三

｢孟
郊
と
の
出
会
い
｣
二
百
十
五
貢
に
お
い
て
､
貞
元
年
間
の
吏
部
試
験
に
お
け

る
挫
折
が
､
韓
愈
に

｢少
年
時
代
か
ら
自
己
形
成
の
規
範
と
し
て
き
た

『古
』
が
覗

実
の
世
の
中
を
動
か
し
て
い
る
原
理
と
合
致
し
な
い
こ
と
に
気
づ
き
､
『
古
』
を

『
今
』
と
対
立
す
る
も
の
と
把
握
し
な
お
し
て
い
っ
そ
う
自
覚
的
に

『
古
』
に
傾
倒

し
て
い
-
｣
負
の
契
機
と
な
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
'
科
挙
及
第
の
後
､

長
期
間
に
わ
た
っ
て
不
遇
な
状
態
に
置
か
れ
て
い
た
韓
愈
が
､
｢古
人
｣
､
具
体
的
に

は
先
秦
の
孟
子

･
漢
の
揚
雄
ら
に
精
神
の
あ
り
よ
う
の
理
想
を
見
出
し
､
そ
の
理
想

を
継
承
し
､
実
現
し
て
い
-
た
め
に
､
そ
の
思
考
を
盛
る
器
と
し
て
､
｢古
｣
の
簡

潔
な
文
体
で
あ
る

｢古
文
｣
を
制
作
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
､
宋
祁

も
ま
た
韓
愈
に
対
し
て
同
じ
よ
う
な
認
識
を
持

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
｡

こ
れ
に
対
し
て
欧
陽
値
は
'
韓
愈
の
古
文
制
作
あ
る
い
は
彼
自
身
の
古
文
制
作
に

三
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つ
い
て
'
儒
家
の
道
続
の
継
承
と
い
う
位
置
づ
け
に
直
接
言
及
す
る
こ
と
は
少
な
い

が
､
嘉
祐
二
年
の
責
挙
の
受
験
者

(合
筆
)
や
関
係
者

(蘇
拭

･
蘇
轍
の
父
で
あ
る

蘇
淘
)
か
ら
奉
ら
れ
た
書
､
あ
る
い
は
没
後
に
彼
を
顕
彰
し
た
墓
誌
銘

(韓
埼
に
よ

る
)
･
行
状

(呉
充
に
よ
る
)
に
お
い
て
は
'
古
文
の
作
者
と
し
て
'
し
ば
し
ば
孟

子

･
揚
雄
か
ら
韓
愈

へ
と
続
く
古
文
の
系
統
を
さ
ら
に
継
承
し
な
が
ら
も
'
さ
ら
に

固
有
の
文
体
を
樹
立
し
た
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
｡

と
こ
ろ
で
､
第

一
章
で
挙
げ
た
'
『宋
景
文
公
筆
記
』
巻
上

｢梓
俗
｣
の
文
章
の

な
か
で
､
宋
祁
は

｢夫
文
章
必
目
名

一
家
､
然
後
可
以
博
不
朽
｡｣
と
述
べ
て
い
た
｡

既
に
見
た
よ
う
に
､
こ
の
こ
と
ば
は
若
年
期
に
は
名
士
の
文
章
を
模
倣
す
る
こ
と
で

上
手
と
し
て
の
評
価
を
得
て
い
た
宋
祁
が
､
『唐
書
』
の
編
修
に
従
事
し
た
十
年
余

り
の
間
に
数
多
-
の
文
章
を
熟
読
し
た
経
験
か
ら
､
自
分
が
五
十
歳
以
前
に
書
い
た

他
人
を
模
倣
す
る
ば
か
り
の
文
章
を
恥
じ
､
｢文
章
と
い
う
も
の
は
必
ず
自
分
で
独

立
し
た

一
家
を
名
の
り
'
そ
れ
で
初
め
て
不
朽
の
も
の
と
な
り
得
る
の
だ
｣
と
､
文

体
の
個
性
の
重
要
性
に
気
づ
い
た
こ
と
を
述
べ
る
文
脈
の
な
か
で
表
現
さ
れ
た
も
の

だ
が
'
こ
こ
で
い
う

｢
一
家
｣
と
は
'
学
問

･
技
芸
等
に
お
け
る
独
立
し
た
ひ
と
つ

の
流
派
を
指
す
も
の
で
あ
り
､
例
え
ば

『晋
書
』
巻
七
十
五
苛
荏
博
の
上
疏
文
中
の
､

｢向
歌
､
漠
之
碩
儒
､
猶
父
子
各
執

一
家
､
莫
肯
相
従
｡
(向

･
歌
'
漢
の
碩
儒
に
し

て
､
猶
は
父
子
各
お
の
一
家
を
執
り
､
相
ひ
従
ふ
を
肯
ず
る
こ
と
美
し
｡
)｣
で
は
､

前
漠
の
碩
学
で
あ
る
劉
向

･
劉
歌
父
子
の
学
問
が
'
単
な
る
継
承
関
係
に
あ
る
の
で

は
な
-
､
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
立
場
を
採
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
｡

こ
の

｢
一
家
｣
は

｢
一
家
之
言
｣
｢
一
家
之
撃
｣
等
の
表
現
を
取
り
､
独
立
し
た
見

解
や
論
著
'
学
問
を
表
す
こ
と
も
あ
る
｡
ま
た
三
園
魂
の
曹
杢

｢典
論
論
文
｣
(文

選
巻
五
十
二

胡
克
家
刻
本
)
で
は
､
｢融
等
巳
逝
､
唯
幹
著
論
､
成

一
家
言
｡
(

(孔
)
融
等
巳
に
逝
き
'
唯
だ

(袷
)
幹
の
み
論
を
著
し
､

一
家
の
言
を
成
す
｡
)
｣

と
､
｢之
｣
を
含
ま
な
い

｢
一
家
言
｣
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
が
､
こ
れ
も
同

言

様
の
例
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡
本
稿
で
考
察
の
対
象
と
し
て
い
る
宋
祁

は
'
こ
れ
ら
か
ら
遥
か
に
後
の
時
代
の
人
で
あ
る
が
､
彼
の
言
う
と
こ
ろ
の
､
｢夫

文
章
必
目
名

一
家
､
然
後
可
以
博
不
朽
｡｣
の

｢
一
家
｣
も
､
こ
れ
ら
の
古
い
時
代

の
例
と
同
様
の
'
独
立
し
た
ひ
と
つ
の
存
在
た
る
べ
L
と
い
う
意
識
を
､
文
章
制
作

に
お
い
て
表
現
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

こ
こ
で
､
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
､
宋
祁
の
こ
の
感
慨
が

『
新
唐
書
』
を
編
修
す
る
過
程
で
抱
か
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の

｢
一
家
｣
あ
る
い
は

｢
一
家
之
言
｣
と
い
う
表
現
は
'
し
ば
し
ば
史
書
'
特
に
正
史

の
編
修
と
関
わ

っ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
'
そ
れ
は
前
漠
の
司
馬
遷
に
よ
る

『史
記
』
の
編
修
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
｡
司
馬
遷
は

｢報
任
少
卿
書
｣
(文
選

巻
四
十

一

同
)
の
な
か
で
､
『史
記
』
の
編
修
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
｡

僕
窺
不
遜
､
近
日
託
於
無
能
之
軒
､
網
羅
天
下
放
失
膏
聞
､
略
考
其
行
事
､
綜

其
終
始
'
稽
其
成
敗
興
壊
之
紀
､
上
計
軒
壕
'
下
至
干
韮
'
馬
十
表
､
本
紀
十

二
'
書
八
章
､
世
家
三
十
､
列
博
七
十
㌧
凡
百
三
十
篇
'
亦
欲
以
究
天
人
之
際
'

通
古
今
之
愛
'
成

一
家
之
言
｡

僕

不
遜
を
窮
み
､
近
-
自
ら
無
能
の
辞
に
託
し
､
天
下
に
放
失
せ
る
膏
間
を

網
羅
し
､
略
ぽ
其
の
行
事
を
考

へ
､
其
の
終
始
を
綜
べ
､
其
の
成
敗
興
壊
の
紀

を
槽
へ
'
上
は
軒
韓
を
計
り
､
下
は
叢
に
至
り
､
十
表
､
本
紀
十
二
､
喜
八
章
'

世
家
三
十
､
列
博
七
十
､
凡
そ
百
三
十
篇
と
馬
し
､
亦
た
以
て
天
人
の
際
を
究

め
､
古
今
の
愛
に
通
じ
'

l
家
の
言
を
成
さ
ん
と
欲
す
｡

司
馬
遷
は
こ
こ
で
､
彼
の

『史
記
』
と
い
う
書
物
が
'
｢天
下
に
散
ら
ば
り
失
わ

れ
た
昔
か
ら
世
間
で
聞
き
伝
え
ら
れ
て
き
た
話
を
網
羅
し
､
お
お
よ
そ
そ
の
事
実
を

調
べ
'
そ
の
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
を
ま
と
め
'
そ
の
成
功
と
失
敗
'
盛
ん
に
な
る

こ
と
と
衰
え
る
こ
と
の
紀

(
い
と
ぐ
ち
)
を
考
え
｣
る
こ
と
に
よ
り
'
軒
壕
氏

(黄
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)
か
ら
を
現
代
に
至
る
ま
で
を
著
述
の
対
象
と
し
て
'
十
表
'
本
紀
十
二
､
書
八

草
'
世
家
三
十
､
列
博
七
十
㌧
全
お
よ
そ
百
三
十
篇
の
形
に
編
修
し
､
そ
れ
に
よ
っ

て

｢天
と
人
と
の
交
わ
り
に
つ
い
て
究
明
し
､
古
今
の
変
化
に
通
じ
て
､
独
自
の
見

識
あ
る
意
見
と
｣
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
｡
つ
ま
り
､

こ
こ
で
の

｢
一
家
之
言
｣
と
は
､
収
集
さ
れ
た
大
量
の
資
料
を
ひ
と
つ
に
ま
と
め
上

げ
､
そ
れ
ら
に
対
す
る
検
討
と
考
察
を
進
め
､
さ
ら
に
そ
の
思
索
の
成
果
を
よ
り
高

い
段
階
に
統

一
発
展
さ
せ
た
結
果
生
ま
れ
た
も
の
t
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

『史
記
』
巻

一
百
三
十

｢太
史
公
自
序
｣
(中
華
書
局
本
)
に
も
'
｢凡
百
三
十
篇
､

五
十
二
寓
六
千
五
百
字
'
馬

『太
史
公
書
』｡
序
略
､
以
拾
遺
補
薮
､
成

l
家
之
言
､

蕨
協

『六
経
』
異
侍
､
整
顛
百
家
難
語
'
戒
之
名
山
､
副
在
京
師
'
侯
後
世
聖
人
君

子
｡
(凡
そ
百
三
十
篇
､
五
十
二
寓
六
千
五
百
字
'
『太
史
公
害
』
を
為
す
｡
序
略
､

拾
遺
補
蒜
す
る
を
以
っ
て
'

一
家
の
言
を
成
す
､
蕨
れ

『六
経
』
の
異
侍
に
協
ひ
'

百
家
の
難
語
を
整
斉
す
､
之
を
名
山
に
威
し
､
副
は
京
師
に
在
り
､
後
世
の
聖
人
君

子
を
侯
つ
｡
)｣
と
あ
り
'
同
様
の
意
識
を
反
映
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

こ
の
司
馬
遷

｢報
任
少
卿
書
｣
以
降
､
｢
一
家
之
撃
｣
｢
一
家
之
言
｣
等
の
言
葉
を

史
書
の
編
修
に
関
わ
っ
て
用
い
た
例
を
多
-
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡
次
に
そ
の
例
を

い
く
つ
か
挙
げ
て
み
よ
う
｡

(杜
預
)
乃
錯
綜
微
言
'
著

『
春
秋
左
氏
経
博
集
解
』､
又
参
考
衆
家
'
謂
之

『
樺
例
』､
又
作

『盟
舎
囲
』
『春
秋
長
暦
』､
備
成

一
家
之
撃
､
至
老
乃
成
｡

(『
三
国
志
』
巻
十
六
親
書
杜
恕
博

｢恕
奏
議
論
駁
皆
可
観
'
援
其
切
世

大
事
著
干
篇
｡｣
宋

･
裳
松
之
住
所
引

『杜
氏
新
書
』

中
華
書
局
本
)

(杜
預
)
乃
ち
微
言
を
錯
綜
し
､
『春
秋
左
氏
経
博
集
解
』
を
著
し
'
又
た
衆

家
を
参
考
し
､
之
を

『樺
例
』
と
謂
ひ
'
又
た

『
盟
舎
囲
』
『春
秋
長
暦
』
を

作
り
､
備

へ
て
一
家
の
撃
を
成
し
､
老
う
る
に
至
り
て
乃
ち
成
る
｡

(彰
城
王
)
義
康
大
怒
､
左
遷
嘩
宣
城
太
守
｡
不
得
志
'
乃
刑
衆
家

『後
漢
書
』

馬

l
家
之
作
｡

(『末
書
』
巻
六
十
九
苑
嘩
博

中
華
書
局
本
)

(彰
城
王
)
義
康

大
ひ
に
怒
り
'
嘩
を
宣
城
太
守
に
左
遷
す
｡
志
を
得
ず
'

乃
ち
衆
家
の

『後
漢
書
』
を
凧
し
て
l
家
の
作
を
為
す
｡

又
採
衆
家

『後
漠
』､
考
正
同
異
､
馬

一
家
之
書
｡

(『梁
書
』
巻
三
十
五
着
子
額
博

中
華
書
局
本
)

又
た
衆
家
の

『後
漠
』
を
採
り
､
同
異
を
考
正
し
て
'

一
家
の
書
を
為
す
｡

何
嘗
不
徴
求
異
説
'
採
披
撃
言
'
然
後
能
成

一
家
､
博
諸
不
朽
｡

(唐

･
劉
知
幾

『史
通
』
採
撰

四
部
叢
刊
本
)

何
ぞ
嘗
て
異
説
を
徴
求
し
､
華
言
を
採
捺
し
て
'
然
る
後
に
能
く

一
家
を
成
し
'

諸
を
不
朽
に
博

へ
ざ
ら
ん
や
｡

こ
れ
ら
の
例
で
は
い
ず
れ
も
､
｢微
言
を
錯
綜
し
｣
｢衆
家
を
参
考
し
｣
'
｢衆
家
の

『後
漢
書
』
を
刺
し
て
｣
､
｢衆
家
の

『後
漠
』
を
採
り
､
同
異
を
考
正
し
て
｣
'
ま
た

｢異
説
を
徴
求
L
t
華
言
を
採
捺
し
｣
た
上
で
'
初
め
て

｢
一
家
｣
の
学
問
や
著
作

(史
書
)
が
編
修
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
｡
こ
れ
ら
の
例
に
お

い
て
は
'
｢
一
家
｣
を
な
す
史
書
は
､
『史
記
』
の
編
修
方
法
を
継
承
し
､
先
行
し
て

存
在
す
る
数
多
-
の
説
や
著
作
に
対
し
て
検
討
と
考
察
を
重
ね
､
さ
ら
に
そ
の
思
索

の
成
果
を
よ
り
高
い
段
階
に
統

一
発
展
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
､
と

説
明
さ
れ
て
い
る
｡

す
で
に
見
た
よ
う
に
､
宋
祁
の

｢夫
文
章
必
目
名

一
家
､
然
後
可
以
侍
不
朽
｡
｣

と
い
う
感
慨
は
､
『唐
書
』
の
編
修
に
従
事
し
た
十
年
余
り
の
間
に
数
多
く
の
文
章

を
熟
読
し
た
経
験
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
､
そ
の
感
慨
に
は
'
彼
自
身
も
そ

れ
に
従
事
し
た
､
こ
の
よ
う
な
史
書
編
修
の
あ
り
方
も
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

妄
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に よ か そ
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い
だ
ろ
う
か
｡

本
稿
で
こ
れ
ま
で
に
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
'
欧
陽
修

･
宋
祁
の
古
文
制
作
に
お

い
て
は
､
韓
愈
以
来
の
道
続
の
継
承
と
し
て
の
意
義
を
意
識
し
っ
つ
も
､
む
し
ろ
､

そ
れ
ま
で
の
諸
家
を
ふ
ま
え
つ
つ
､
そ
れ
ら
を
止
揚
し
た
独
創
的
な

｢自
立
之
言
｣

｢
一
家
之
言
｣
を
生
み
出
す
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
た
｡
韓
愈
ら
に
よ
る
復
興
の
後
､

一
旦
は
廃
れ
た
古
文
は
､
こ
の
北
末
期
に
欧
陽
修
ら
に
よ
っ
て
再
び
復
興
さ
れ
た
が
､

そ
れ
は

｢古
｣

や
唐
代
の
古
文
の
単
純
な
模
倣
を
め
ざ
す
も
の
で
は
な
く
､
｢古
｣

か
ら
の
儒
教
的
理
想
の
継
承
を
前
提
と
し
つ
つ
も
､
そ
の
文
章
表
現
に
お
い
て
は
､

よ
り
自
由
な
個
性
を
発
揮
す
る
こ
と
を
志
向
L
t
そ
れ
は
さ
ら
に
次
代
以
降
の
人
々

に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
'
豊
か
な
実
り
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
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