
馬
融
「
広
成
頌
」
と
後
漢
の
田
猟
・
軍
礼佐

藤

達

郎

は

じ

め

に

漢
代
、
上
林
苑
な
ど
都
近
郊
の
御
苑
で
盛
ん
な
天
子
遊
猟
（
田
猟
、
校
猟
）
が
行
わ
れ
、
贅
の
限
り
を
尽
く
し
た
狩
猟
と
宴
楽
が
催
さ

れ
た
こ
と
は
、
司
馬
相
如
「
上
林
賦
」
な
ど
の
詩
賦
を
通
じ
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
が
周
代
以
来
の
天
子
田
猟
の
伝
統

を
承
け
、
そ
こ
に
軍
事
儀
礼
の
意
が
寓
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
宋
・
王
応
麟
『
玉
海
』（
巻
百
四
十
四
「
講
武

田
猟
上
」）
以

来
多
く
の
先
学
が
指
摘
し
て
き
た
所
で
あ
る
。
前
漢
武
帝
期
の
司
馬
相
如
か
ら
前
漢
末
の
揚
雄
、
後
漢
の
班
固
、
張
衡
、
馬
融
ら
の
田
猟

賦
の
系
譜
と
そ
の
変
遷
、
ま
た
そ
こ
に
表
現
さ
れ
る
軍
事
儀
礼
の
あ
り
方
の
変
遷
と
宴
楽
の
意
義
な
ど
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
詳
し
く
論

ず
る
予
定
だ
が
、
本
稿
で
は
補
遺
的
作
業
と
し
て
そ
れ
ら
の
中
か
ら
特
に
馬
融
の
賦
作
「
広
成
頌
」
を
取
り
上
げ
、
そ
の
背
景
と
特
質
に

つ
い
て
些
か
の
検
討
を
試
み
た
い
。
漢
代
の
賦
は
天
子
の
制
度
の
盛
容
を
絢
爛
た
る
修
辞
に
よ
っ
て
称
揚
し
つ
つ
、
最
後
に
奢
侈
を
諫
め

節
倹
を
勧
め
る
の
が
一
般
で
あ
り
、
司
馬
相
如
や
揚
雄
、
班
固
ら
の
田
猟
賦
に
於
い
て
も
過
度
な
放
逸
の
諷
諫
と
儒
道
へ
の
回
帰
が
説
か

れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、「
広
成
頌
」
は
先
学
も
指
摘
す
る
よ
う
に
田
猟
と
宴
楽
の
盛
容
を
ひ
た
す
ら
に
賛
美
し
、
文
武
両
道
の
美
風
を
勧

め
る
の
で
あ
り
⑴
、
一
代
の
儒
宗
た
る
馬
融
の
作
な
が
ら
儒
術
尊
崇
の
風
が
世
を
覆
っ
た
後
漢
時
代
に
あ
っ
て
特
異
な
あ
り
方
を
見
せ
て

い
る
。
彼
の
尚
武
の
言
説
の
因
っ
て
来
る
と
こ
ろ
は
何
か
、「
広
成
頌
」
が
作
ら
れ
た
背
景
と
そ
の
内
容
の
検
討
、
お
よ
び
後
漢
時
代
の

一



軍
礼
と
の
対
照
な
ど
を
通
じ
て
考
え
て
み
た
い
⑵
。

一

馬
融
と
「
広
成
頌
」

弟
子
の
鄭
玄
と
な
ら
ぶ
後
漢
随
一
の
大
儒
、
馬
融
（79

〜166

）
は
、
光
武
帝
期
に
南
越
遠
征
に
殊
勲
を
著
し
た
伏
波
将
軍
・
馬
援
を

大
叔
父
と
し
、
ま
た
そ
の
娘
・
明
帝
馬
皇
后
を
族
母
に
も
つ
貴
顕
の
家
に
生
ま
れ
た
。
彼
の
生
涯
と
そ
の
経
学
に
つ
い
て
は
池
田
秀
三
氏

が
詳
し
く
紹
介
し
、
ま
た
近
年
、
呉
従
祥
氏
の
詳
細
な
年
譜
が
出
た
が
⑶
、
さ
し
あ
た
り
こ
こ
で
は
必
要
な
範
囲
で
彼
の
前
半
生
を
略
述

す
る
と
、
将
作
大
匠
・
馬
厳
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
彼
は
若
く
し
て
俊
才
を
知
ら
れ
、
京
兆
の
処
士
摯
恂
の
も
と
で
経
学
を
修
め
た
後
、

永
初
二
年
（108

）
に
大
将
軍
鄧
騭
の
幕
府
へ
の
聘
を
受
け
た
。
鄧
騭
は
和
帝
鄧
皇
后
の
兄
で
あ
り
、
時
に
清
河
王
国
か
ら
十
三
歳
で
迎

立
さ
れ
た
安
帝
の
背
後
で
鄧
太
后
が
臨
朝
称
制
を
行
っ
て
い
た
。
外
戚
の
勢
家
に
仕
え
る
こ
と
を
潔
し
よ
し
と
せ
ず
し
て
か
、
馬
融
は
鄧

騭
の
聘
を
断
り
涼
州
に
客
居
す
る
。
そ
こ
で
遭
遇
し
た
の
は
永
初
の
羌
族
大
乱
、
い
わ
ゆ
る
「
元
二
の
厄
」
で
あ
り
、
餓
死
者
相
次
ぐ
さ

ま
を
目
の
当
た
り
に
し
つ
つ
自
身
も
飢
困
に
苦
し
ん
だ
末
、
彼
は
意
を
翻
し
て
帰
京
し
鄧
騭
の
も
と
に
仕
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
こ
で
少
し
考
え
た
い
の
は
、
彼
が
こ
の
時
期
涼
州
に
客
居
し
た
理
由
に
つ
い
て
で
あ
る
。
彼
が
鄧
騭
の
聘
を
受
け
る
前
年
の
永
初
元

年
夏
に
は
、
西
域
遠
征
へ
の
徴
兵
を
き
っ
か
け
と
し
て
涼
州
一
帯
の
諸
羌
族
が
一
斉
に
蜂
起
し
、
同
年
冬
に
は
車
騎
将
軍
鄧
騭
の
遠
征
軍

が
派
遣
さ
れ
る
も
、
あ
え
な
く
敗
退
を
喫
し
て
い
る
。
馬
融
が
涼
州
に
趣
い
た
の
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
さ
な
か
で
あ
り
、
あ
え
て
火
中
の

栗
を
拾
う
か
の
よ
う
な
彼
の
行
動
の
背
後
に
は
何
か
し
ら
強
い
動
機
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
涼
州
は
か
つ
て
彼
の
大
叔
父
・
馬
援
が
兄

の
員
と
と
も
に
王
莽
政
権
崩
壊
後
の
禍
乱
を
避
け
一
時
身
を
置
い
た
地
で
あ
り
、
援
は
そ
の
後
、
隴
西
の
隗
囂
政
権
を
へ
て
光
武
政
権
に

帰
順
し
、
隗
囂
滅
亡
後
に
は
涼
州
平
定
に
活
躍
、
さ
ら
に
隴
西
太
守
と
し
て
西
羌
の
鎮
定
に
顕
功
を
挙
げ
て
い
る
（『
後
漢
書
』
馬
援

伝
）。
六
年
間
の
隴
西
太
守
在
任
中
、
寛
信
の
治
に
よ
っ
て
「
賓
客
故
人
、
日
び
其
の
門
に
満
」
ち
た
と
い
う
こ
の
大
叔
父
の
遺
徳
と
人

馬
融
「
広
成
頌
」
と
後
漢
の
田
猟
・
軍
礼

二



脈
を
、
馬
融
は
頼
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
想
像
を
逞
し
く
す
る
な
ら
、
永
初
二
年
の
は
じ
め
羌
乱
平
定
に
失
敗
し
帰
京
し
た
鄧
騭
の

ふ
が
い
な
い
さ
ま
を
目
に
し
た
（
こ
れ
も
そ
の
辟
召
を
辞
去
し
た
一
因
か
も
し
れ
な
い
）
馬
融
の
脳
裏
に
は
、
大
叔
父
の
西
羌
平
定
の
武

勲
や
方
策
と
、
そ
の
血
筋
を
自
ら
が
受
け
継
ぐ
と
の
自
覚
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
後
に
も
述
べ
る
よ
う
に
、
彼
も
ま
た
こ
の
大
叔
父

や
父
た
ち
と
同
じ
く
任
侠
を
好
み
壮
志
に
は
や
る
青
年
で
あ
っ
た
。

し
か
し
そ
う
し
た
意
気
込
み
も
、
苛
酷
な
現
実
を
前
に
あ
え
な
く
潰
え
た
で
あ
ろ
う
。「
古
人
言
う
有
り
、
左
手
は
天
下
の
図
に
拠
り

右
手
は
其
の
喉
を
刎
ぬ
る
は
愚
夫
も
為
さ
ず
と
」。
友
人
に
語
っ
た
と
い
う
当
時
の
彼
の
言
葉
も
、
そ
ん
な
蹉
跌
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う

で
あ
る
。
後
悔
挫
折
の
念
と
と
も
に
帰
京
し
た
彼
は
、
鄧
騭
の
府
僚
を
へ
て
永
初
四
年
、
校
書
郎
中
と
し
て
東
観
校
書
に
従
事
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。
時
あ
た
か
も
東
観
に
は
劉
珍
、
劉

ら
の
学
者
が
集
め
ら
れ
、
後
に
『
東
観
漢
記
』
と
呼
ば
れ
る
史
書
と
と
も
に
礼
典
の

編
纂
が
進
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
か
つ
て
別
稿
で
も
述
べ
た
所
で
あ
り
⑷
『
後
漢
書
』
安
帝
紀
に
「（
永
初
四
年
二
月
）
謁
者

僕
射
劉
珍
及
び
五
経
博
士
に
詔
し
て
東
観
の
五
経
・
諸
子
・
伝
記
・
百
家
の
芸
術
を
校
定
し
、
脱
誤
を
整
斉
し
文
字
を
是
正
せ
し
む
」
と

あ
る
通
り
だ
が
、
そ
の
推
進
者
こ
そ
は
鄧
太
后
で
あ
っ
た
。
幼
き
よ
り
経
芸
に
深
く
心
を
寄
せ
「
諸
生
」
の
異
名
を
と
っ
た
彼
女
は
、
臨

朝
称
制
下
に
あ
っ
て
も
「
昼
は
王
政
を
省
、
夜
は
則
ち
誦
読
す
、
而
し
て
そ
の
謬
誤
を
患
え
、
典
章
に
乖
く
を
懼
れ
、
乃
ち
諸
儒
劉
珍
等

及
び
博
士
・
議
郎
・
四
府
の
掾
史
五
十
余
人
を
博
選
し
、
東
観
に
詣
り
て
伝
記
を
讎
校
せ
し
む
」（『
後
漢
書
』
和
熹
鄧
后
紀
）。
ま
た
張

衡
伝
に
も
「
永
初
中
、
謁
者
僕
射
劉
珍
・
校
書
郎
劉

等
、
東
観
に
著
作
し
、
漢
記
を
撰
集
し
、
因
り
て
漢
家
の
礼
儀
を
定
め
ん
と
し

て
上
言
し
、
衡
の
其
の
事
に
参
論
せ
ん
こ
と
を
請
う
も
、
会
た
ま
並
び
に
卒
せ
り
」
と
記
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
動
き
の
中
に
馬
融
も

参
与
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。「（
劉
珍
）
永
初
中
、
謁
者
僕
射
と
な
る
。
鄧
太
后
、
詔
し
て
校
書
の
劉

・
馬
融
及
び
五
経
博

士
と
と
も
に
東
観
の
五
経
・
諸
子
伝
記
・
百
家
の
芸
術
を
校
定
し
、
脱
誤
を
整
斉
し
、
文
字
を
是
正
せ
し
む
」（『
後
漢
書
』
文
苑
劉
珍

伝
）。こ

の
東
観
校
書
事
業
が
単
な
る
文
献
の
テ
キ
ス
ト
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
に
と
ど
ま
ら
ず
、
同
時
代
の
王
朝
史
す
な
わ
ち
『
東
観
漢
記
』
の
編

馬
融
「
広
成
頌
」
と
後
漢
の
田
猟
・
軍
礼
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纂
、
さ
ら
に
は
礼
典
の
編
纂
計
画
に
ま
で
及
ん
だ
こ
と
は
右
に
引
く
張
衡
伝
に
見
え
る
通
り
で
あ
り
、
そ
し
て
先
述
の
別
稿
で
述
べ
た
よ

う
に
、
未
完
に
終
わ
っ
た
こ
の
礼
典
（「
漢
家
礼
儀
」）
編
纂
に
お
い
て
は
漢
朝
の
典
章
制
度
を
「
周
礼
に
依
擬
し
、
位
を
定
め
職
を
分
か

ち
、
各
の
条
序
有
ら
し
め
」
て
叙
述
す
る
こ
と
が
企
図
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
編
纂
計
画
に
、
後
年
『
周
官
伝
』
を
著
し
周
礼
学
者

に
名
を
連
ね
る
馬
融
も
さ
だ
め
し
一
定
の
役
割
を
期
待
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
し
、
こ
う
し
た
気
運
の
中
で
彼
の
胸
中
に
は
王
朝
の
あ
る
べ
き

典
制
へ
の
想
念
が
萌
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

彼
が
校
書
郎
中
と
し
て
東
観
著
作
に
い
そ
し
む
間
に
も
、
西
方
の
羌
乱
は
熾
烈
の
度
を
増
し
つ
つ
あ
っ
た
。
元
初
二
年
（115

）、
護

羌
校
尉
の
龐
参
は
羌
胡
の
混
成
部
隊
を
率
い
、
左
馮
翊
の
司
馬
鈞
と
と
も
に
先
零
羌
の
鎮
圧
に
出
撃
し
た
。
龐
参
の
分
隊
は
敵
勢
に
阻
ま

れ
、
単
独
で
進
ん
だ
司
馬
鈞
の
軍
は
敵
の
伏
兵
に
遭
っ
て
大
敗
、
敗
績
の
罪
を
問
わ
れ
て
鈞
は
自
殺
し
、
龐
参
も
獄
に
下
さ
れ
た
。
こ
の

彼
を
敢
然
と
弁
護
し
た
の
が
馬
融
で
あ
る
。

伏
し
て
見
る
に
西
戎
反
畔
し
五
州
を
寇
鈔
す
、
陛
下

百
姓
の
傷
痍
を
愍
れ
み
、
黎
元
の
失
業
を
哀
し
み
、
府
庫
を
単
竭
し
以
て
軍

師
に
奉
ず
。
昔
周
宣

は
鎬
及
び
方
を
侵
し
、
孝
文

匈
奴
も
亦
た
上
郡
を
略
す
、
而
し
て
宣
王
は
中
興
の
功
を
立
て
、
文
帝

は
太
宗
の
号
を
建
つ
。
惟
だ
に
両
主
明
叡
の
姿
有
る
の
み
に
非
ず
、
抑
も
亦
た
扞
城
に

虎
の
助
有
れ
ば
な
り
、
是
を
以
て
南
仲
の

赫
赫
た
る
、
列
し
て
周
詩
に
在
り
、
亜
夫
の
赳
赳
た
る
、
漢
策
に
載
す
。
窃
か
に
見
る
に
前
の
護
羌
校
尉
龐
参
、
文
武
昭
ら
か
に
備

わ
り
、
智
略
弘
遠
た
り
、
既
に
義
勇
果
毅
の
節
有
り
、
兼
ぬ
る
に
博
雅
深
謀
の
姿
を
以
て
す
。
又
た
度
遼
将
軍
梁

、
前
に
西
域
を

ち
か
ご

統
べ
、
勤
苦
せ
る
こ
と
数
年
、
還
り
て
三
輔
に
留
ま
れ
ば
功
効
克
立
し
、
間
ろ
北
辺
に
在
れ
ば
単
于
降
服
す
。
今
皆
な
幽
囚
せ
ら

れ
、
法
網
に
陥
つ
。
昔
荀
林
父
は

に
敗
績
し
、
晋
侯
其
の
位
を
復
せ
し
む
。
孟
明
視
は
師
を
崤
に
喪
い
、
秦
伯
其
の
官
を
替
え

ず
。
故
に
晋
景
は
赤
狄
の
土
を
并
せ
、
秦
穆
は
遂
に
西
戎
に
覇
た
り
。
宜
し
く
遠
く
二
君
を
覧
、
参
・

を
し
て

宥
の
科
に
在
る

を
得
し
む
れ
ば
誠
に
折
衝
に
益
有
り
、
聖
化
を

佐
せ
ん
。（『
後
漢
書
』
龐
参
伝
）

馬
融
「
広
成
頌
」
と
後
漢
の
田
猟
・
軍
礼
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周
宣
王
の
軍
師
と
し
て
西
戎
を
征
伐
し
た
南
仲
、
対
匈
奴
戦
線
で
の
名
将
ぶ
り
で
文
帝
を
驚
嘆
さ
せ
た
周
亜
夫
、
さ
ら
に
ひ
と
た
び
師
を

喪
い
な
が
ら
後
に
戎
狄
を
制
し
た
荀
林
父
、
孟
明
視
ら
往
古
の
事
例
を
挙
げ
つ
つ
、
馬
融
は
羌
胡
平
定
に
功
の
あ
っ
た
龐
参
、
梁

両
人

の
赦
免
を
求
め
、
そ
れ
は
聞
き
入
れ
ら
れ
た
。
こ
こ
に
は
彼
の
尚
武
の
志
向
と
と
も
に
、
西
北
情
勢
へ
の
強
い
関
心
を
見
て
取
る
こ
と
も

で
き
よ
う
。

彼
が
「
広
成
頌
」
を
鄧
太
后
に
上
る
の
は
、
実
に
こ
の
よ
う
な
出
来
事
の
あ
っ
た
頃
で
あ
っ
た
。『
後
漢
書
』
の
彼
の
伝
に
は
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
る
。

是
の
時
鄧
太
后
臨
朝
し
、
騭
の
兄
弟
政
を
輔
く
。
而
し
て
俗
儒
世
士
以
為
ら
く
文
徳
興
る
可
し
、
武
功
宜
し
く
廃
す
べ
し
と
、
遂
に

蒐
狩
の
礼
を
寝
め
、
戦
陳
の
法
を
息
む
、
故
に
猾
賊
従
横
し
、
此
の
無
備
に
乗
ず
。
融
乃
ち
感
激
し
、
以
為
ら
く
文
武
の
道
は
、
聖

賢
墜
と
さ
ず
、
五
才
の
用
、
或
い
は
廃
す
可
き
無
し
と
。
元
初
二
年
、
広
成
頌
を
上
り
以
て
諷
諌
す
。

す
な
わ
ち
彼
の
「
広
成
頌
」
献
呈
の
動
機
は
「
俗
儒
」
ら
の
武
功
軽
視
と
蒐
狩
戦
陣
の
伝
統
的
軍
礼
の
廃
止
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
外
寇

の
危
機
に
あ
り
、
そ
こ
で
発
憤
し
た
彼
は
文
武
両
道
の
道
を
説
く
べ
く
「
広
成
頌
」
に
よ
っ
て
諷
諌
を
試
み
た
の
だ
と
い
う
。
元
初
二
年

と
い
え
ば
ち
ょ
う
ど
彼
が
龐
参
を
弁
護
し
た
年
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
の
事
件
が
「
広
成
頌
」
献
呈
の
一
背
景
と
し
て
大
き
な
意
味

を
な
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
こ
の
年
次
に
は
疑
義
が
呈
せ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
元
初
五
年
（118

）
の
誤
り
と
す
る
説
も
有

力
で
、
呉
氏
の
年
譜
は
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
。
決
め
手
は
な
い
も
の
の
、
池
田
氏
も
疑
う
よ
う
に
こ
の
前
後
の
『
後
漢
書
』
の
年
代
記
述

に
は
矛
盾
が
見
ら
れ
、
二
年
を
五
年
の
誤
り
と
解
す
る
の
が
多
分
に
整
合
的
で
は
あ
る
た
め
、
本
稿
で
も
且
く
そ
の
説
に
従
っ
て
お
き
た

い
。
元
初
五
年
で
あ
っ
て
も
、
三
年
前
の
龐
参
弁
護
に
見
ら
れ
た
彼
の
問
題
意
識
や
姿
勢
は
な
お
強
く
彼
の
心
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

さ
ら
に
元
初
五
年
で
あ
っ
た
と
な
る
と
、
次
の
出
来
事
に
注
目
さ
れ
る
。
同
年
、
平
望
侯
劉
毅
は
、
鄧
太
后
の
徳
多
き
を
以
て
彼
女
の
起
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居
注
お
よ
び
聖
徳
頌
を
史
官
に
編
纂
さ
せ
る
よ
う
、
安
帝
に
上
書
し
た
（『
後
漢
書
』
和
熹
鄧
后
紀
）。
劉
毅
は
、
従
弟
の
劉

ら
と
と

も
に
鄧
太
后
の
詔
に
よ
っ
て
東
観
校
書
事
業
に
参
与
し
た
一
人
で
あ
る
（『
後
漢
書
』
宗
室
四
王
三
侯
伝
・
北
海
靖
王
興
）。
馬
融
の
い
う

「
俗
儒
世
士
」
と
は
あ
る
い
は
彼
ら
を
暗
に
指
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
西
北
の
危
難
の
さ
な
か
に
講
武
の
軍
礼
を
顧
み
ず
、
い
た
ず
ら

に
鄧
太
后
の
徳
を
讃
え
る
彼
ら
の
姿
勢
が
、
馬
融
の
目
に
は
女
主
へ
の
諂
諛
と
映
じ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
て
「
広
成
頌
」
は
次
の
よ
う
な
序
文
に
始
ま
る
。
馬
融
伝
の
先
の
引
用
に
続
い
て
い
う
。い

や

其
の
辞
に
曰
く
。
臣
聞
く
な
ら
く
、
孔
子
曰
く
「
奢
れ
ば
則
ち
不
遜
、
倹
な
れ
ば
則
ち
固
し
」
と
。
奢
倹
の
中
、
礼
を
以
て
界
と
為

す
。
是
を
以
て
蟋
蟀
・
山
枢
の
人
、
並
び
に
国
君
を
刺
り
、
諷
す
る
に
太
康
馳
駆
の
節
を
以
て
す
。
夫
れ
楽
し
み
て
荒
れ
ず
、
憂
え

て
困
し
ま
ざ
る
は
、
先
王
の
府
蔵
を
平
和
し
、
精
神
を
頤
養
し
、
之
を
無
疆
に
致
す
が
所
以
な
り
。
故
に
戛
擊
鳴
球
は
虞
謨
に
載

せ
、
吉
日
の
車
攻
は
周
詩
に
序
す
。
聖
主
賢
君
の
以
て
盛
美
を
増
す
は
、
豈
に
徒
に
奢
淫
が
為
に
せ
る
の
み
な
ら
ん
や
。
伏
し
て
見

る
に
元
年
已
来
、
厄
運
に
遭
値
し
、
陛
下
災
異
を
戒
懼
し
、
躬
自
ら
菲
薄
し
、
禁
苑
を
荒
棄
し
楽
懸
を
廃
弛
し
、
勤
憂
潜
思
せ
る
こ

と
十
有
余
年
、
以
て
礼
数
を
過
ぐ
。
重
ぬ
る
に
皇
太
后
は
唐
尭
の
九
族
に
親
し
む
篤
睦
の
徳
を
体
し
、
陛
下
は
有
虞
烝
烝
の
孝
を
履

む
を
以
て
し
、
外
舎
の
諸
家
、
憂
疾
有
る
が
毎
に
、
聖
恩
も
て
普
く
労
い
、
遣
使
交
も
錯
え
、
稀
に
昿
絶
有
る
の
み
。
時
時
に
寧
息

す
る
も
、
又
た
以
て
自
ら
娯
楽
す
る
無
き
は
、
殆
ん
ど
太
和
を
逢
迎
し
、
万
福
を
裨
助
す
る
所
以
に
非
ざ
る
な
り
。
臣
愚
以
為
ら
く

う
る
お

尚
お
頗
る
蝗
虫
有
り
と
雖
も
、
今
年
五
月
以
来
、
雨
露
時
に
澍
い
、
祥
応
将
に
至
ら
ん
と
す
。
方
に
冬
節
に
渉
り
、
農
事
の
間
隙

に
、
宜
し
く
広
成
に
幸
し
、
原
隰
を
覧
じ
、
宿
麥
を
観
、
収
蔵
を
勧
め
、
因
り
て
講
武
校
猟
し
、
寮
庶
百
姓
を
し
て
復
た
羽
旄
の
美

を
睹
、
鍾
鼓
の
音
を
聞
き
、
歓
嬉
喜
楽
し
、
疆
畔
に
鼓
舞
せ
し
め
、
以
て
和
気
を
迎
え
、
休
慶
を
招
致
す
べ
し
。
小
臣
螻
蟻
た
る

も
、
区
区
た
る
に
勝
え
ず
。
職
は
書
籍
に
在
り
、
謹
ん
で
旧
文
に
依
り
、
重
ね
て
蒐
狩
の
義
を
述
べ
、
頌
一
篇
を
作
し
、
并
び
に
封

じ
て
上
ら
ん
。
浅
陋
鄙
薄
に
し
て
、
観
省
に
足
ら
ず
。
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ま
ず
彼
は
『
論
語
』（
述
而
）『
詩
』（
唐
風
蟋
蟀
・
山
有
枢
）
を
援
引
し
て
太
倹
失
節
の
過
ち
を
難
ず
る
一
方
、
音
楽
と
田
猟
の
伝
統
を

『
書
』（
益
稷
）『
詩
』（
小
雅
車
攻
）
を
挙
げ
て
称
揚
し
、
盛
美
な
典
礼
が
奢
侈
に
非
ず
し
て
聖
主
賢
君
の
正
し
い
道
で
あ
る
こ
と
を
述
べ

る
。
続
い
て
近
年
の
現
状
に
話
は
移
る
。「
元
年
已
来
」
の
元
年
と
は
、
章
懐
注
に
「
安
帝
即
位
之
元
年
」
と
あ
り
ま
た
後
に
「
十
有
余

年
」
と
あ
れ
ば
、
元
初
五
年
を
遡
る
こ
と
十
一
年
、
安
帝
即
位
の
延
平
元
年
（106

）
も
し
く
は
そ
の
前
年
、
殤
帝
即
位
の
元
興
元
年

（105

）
を
指
す
に
違
い
な
く
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
鄧
太
后
の
臨
朝
称
制
を
行
っ
て
き
た
期
間
で
あ
る
こ
と
は
呉
氏
ら
の
指
摘
の

通
り
で
あ
る
。
こ
の
間
、
既
述
の
よ
う
な
西
北
の
羌
族
大
乱
に
加
え
干
魃
洪
水
や
地
震
な
ど
の
天
災
が
相
次
い
だ
こ
と
は
、
永
初
五
年
の

み
だ

鄧
太
后
の
詔
に
「
災
異
蜂
起
し
寇
賊
縱
横
す
、
夷
狄
夏
を
猾
し
戎
事
息
ま
ず
、
百
姓
匱
乏
し
徴
発
に
疲
れ
、
重
ぬ
る
に
蝗
蟲
滋
生
し
、
害

は
成
麥
に
及
ぶ
を
以
て
す
」
と
あ
る
如
く
で
あ
る
。
な
お
ほ
ぼ
同
一
趣
旨
の
詔
勅
が
前
年
に
も
出
て
い
る
こ
と
が
近
年
発
見
の
長
沙
五
一

広
場
東
漢
簡
か
ら
知
ら
れ
⑸
、
こ
れ
を
重
申
し
た
も
の
が
翌
永
初
五
年
の
詔
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
と
そ
れ
へ
の
危
機
意
識

が
当
時
常
態
化
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
よ
う
。

こ
う
し
た
認
識
の
も
と
太
后
は
永
初
三
年
の
詔
で
歳
末
の
衛
士
交
替
儀
式
「
饗
遣
故
衛
士
儀
」⑹
に
お
け
る
百
戯
作
楽
の
中
止
を
命
ず

る
。「（
永
初
）
三
年
秋
、
…
旧
事
、
歲
終
に
衛
士
を
饗
遣
す
る
に
当
り
、
大
儺
逐
疫
す
。
太
后

陰
陽
和
せ
ず
軍
旅
数
ば
興
る
を
以
て
、

詔
し
て
饗
会
に
設
戯
作
楽
す
る
こ
と
勿
ら
し
め
、
逐
疫
の

子
の
半
ば
を
減
じ
、
悉
く
象
橐
駝
の
属
を
罷
む
」。
軍
事
儀
礼
と
し
て
の
饗

遣
故
衛
士
儀
と
そ
れ
に
続
く
儺
祭
、
ま
た
そ
れ
ら
に
際
す
る
百
戯
作
楽
の
意
味
に
つ
い
て
は
別
稿
で
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い

が
、
こ
の
よ
う
な
鄧
太
后
の
節
倹
と
各
種
の
祝
宴
の
中
止
・
縮
小
は
こ
の
と
き
に
と
ど
ま
ら
ぬ
こ
と
先
学
も
指
摘
す
る
所
で
あ
り
、
安
帝

即
位
の
延
平
元
年
十
二
月
乙
酉
に
は
、
帝
の
実
父
・
清
河
孝
王
慶
の
薨
去
ゆ
え
も
あ
ろ
う
、「
魚
龍
曼
延
百
戯
を
罷
め
」（『
後
漢
書
』
安

帝
紀
）、
翌
永
初
元
年
九
月
に
は
「
壬
午
、
太
僕
・
少
府
に
詔
し
て
黄
門
の
鼓
吹
を
減
じ
以
て
羽
林
の
士
に
補
す
。
廄
馬
の
乘
輿
の
常
に

御
す
る
所
に
非
ざ
る
者
、
皆
な
半
食
を
減
ず
。
諸
そ
造
作
せ
る
所
、
宗
廟
園
陵
の
用
に
供
す
る
に
非
ず
ん
ば
、
皆
な
且
く
止
む
」、
さ
ら

に
は
「（
永
初
）
四
年
春
正
月
元
日
、
会
す
る
に
、
楽
を
撤
し
、
充
庭
車
を
陳
べ
ず
」（
同
前
）
と
い
う
。
馬
融
の
盛
美
な
る
礼
楽
、
と
り
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わ
け
軍
事
儀
礼
と
し
て
の
そ
れ
の
顕
揚
が
こ
う
し
た
太
后
臨
朝
下
の
、
馬
融
の
目
に
は
過
度
の
節
倹
を
背
景
と
す
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

か
く
し
て
彼
は
、
時
節
の
小
康
に
ち
な
み
広
成
苑
へ
の
行
幸
と
「
講
武
校
猟
」
の
実
施
を
提
言
す
る
。
広
成
苑
は
河
南
尹
新
城
県
下
の
広

成
聚
に
設
け
ら
れ
た
御
苑
で
（『
続
漢
書
』
地
理
志
）、
後
漢
の
皇
帝
は
し
ば
し
ば
こ
の
地
で
遊
猟
を
行
っ
た
。
な
お
こ
の
禁
苑
で
の
天
子

遊
猟
が
「
寮
庶
百
姓
を
し
て
復
た
羽
旄
の
美
を
睹
、
鍾
鼓
の
音
を
聞
」
か
し
め
る
と
い
う
の
は
、
そ
こ
が
完
全
に
人
民
の
閉
め
出
さ
れ
た

空
間
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
が
如
く
だ
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
で
改
め
て
検
討
し
た
い
。

右
の
序
文
に
続
い
て
賦
は
次
の
よ
う
に
書
き
起
こ
さ
れ
る
。

臣
聞
く
な
ら
く
昔

師
に

櫜
を
命
じ
、
伯
を
霊
台
に
偃
め
、
或
人
嘉
し
て
焉
を
称
す
。
彼
れ
固
よ
り
未
だ
夫
の
雷
霆
の
天
常
為

り
、
金
革
の
昏
明
を
作
す
を
識
ら
ざ
る
な
り
。
黄
炎
自
り
の
前
、
伝
道
記
す
罔
し
。
三
五
以
来
、
越
に
略
ぼ
聞
く
可
し
。
且
つ
区
区

た
る

郊
も
猶
お
七
十
里
の
囿
を
廓
き
、
春
秋
の
苗
を
盛
ん
に
す
。
詩
は
圃
草
を
詠
い
、
楽
は
騶
虞
を
奏
す
。
是
を
以
て
大
漢
の
初

め
て
基
す
る
や
、
茲
の
天
邑
に
宅
り
、
風
雨
の
会
を
総
べ
、
陰
陽
の
和
を
交
う
。
厥
の
霊
囿
を
揆
り
、
南
郊
に
営
む
。
徒
だ
其
の
坰

場
区
宇
を
観
る
に
、
恢
胎
昿
蕩
と
し
て
、
藐
敻
勿
罔
、
寥
豁
欝
泱
た
り
、
千
里
を
騁
望
し
、
天
は
地
と
莽
た
り
。
是
に
於
て
周

環

う
る
お

瀆
、
右
は
三
塗
を

、
左
は
嵩
岳
を
概
く
し
、
衡
陰
に
面
拠
し
、
王
屋
を
箕
背
し
、
浸
す
に
波

を
以
て
し
、
夤
す
に
滎
洛
を
以
て

す
。
金
山
石
林
は
殷
ん
に
其
の
中
に
起
ち
、
峨
峨
磑
磑
た
り
鏘
鏘
崔
崔
た
り
、
隆
穹
槃
回
、
嵎

錯
崔
す
。
神
泉
側
出
し
、
丹
水
涅

池
あ
り
、
怪
石
浮
磬
、
其
の
陂
に
耀
焜
す
。
其
の
土
毛
は
則
ち
搉
牧
、
薦
草
、
芳
茹
、
甘
荼
、

、
芸

、
昌
本
、
深

、
芝

荋
、
菫
荁
、

荷
、
芋
渠
、
桂
荏
、
鳧
葵
、
格
韮
、

于
。
其
の
植
物
は
則
ち
玄
林
包
竹
、
陵
を
藩
し
京
を
蔽
う
、
珍
林
嘉
樹
、
建

木
叢
生
し
、
椿
・
梧
・

・
柏
、

・
柳
・
楓
・
楊
、
豊
彤
対
蔚
た
り
崟
頟

爽
た
り
。
春
風
を
翕
習
し
、
津
を
含
み
栄
を
吐
き
、

い
ず
く

鋪
于
布

す
、
蓶
扈
蘳
熒
、
悪
ん
ぞ
形
を
殫
く
す
可
け
ん
や
。
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周
武
王
が
克
殷
の
の
ち
軍
を
休
止
し
た
故
事
を
、
あ
る
人
が
偃
武
の
嘉
事
と
し
て
賞
賛
す
る
の
に
対
し
、
そ
れ
は
用
武
が
王
朝
の
興
亡
に

関
わ
る
天
の
常
道
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
の
だ
と
断
ず
る
。
そ
う
し
て
上
古
か
ら
周
代
の
苑
囿
に
お
け
る
田
猟
の
伝
統
を
述
べ
、
つ
い
で

後
漢
広
成
苑
（「
厥
の
霊
囿
」
の
章
懐
注
に
「
言
作
広
成
苑
以
比
之
」
と
す
）
の
宏
大
な
自
然
景
観
の
偉
容
が
、
司
馬
相
如
以
来
の
絢
爛

た
る
レ
ト
リ
ッ
ク
を
駆
使
し
て
謳
わ
れ
る
。
次
か
ら
は
、
い
よ
い
よ
孟
冬
の
苑
囿
田
猟
の
情
景
描
写
に
入
る
。

陽
月
に
至
り
陰
慝
害
作
し
、
百
草
畢
落
す
、
林
衡

田
を
戒
め
、
萊
を
焚
き
木
を
柞
る
。
然
る
後
に
天
網
を
挙
げ
、
八
紘
を
頓
え
、

あ
つ

九
薮
の
動
物
を

斂
し
、
四
野
の
飛
征
を

橐
す
。
之
を
茲
囿
の
中
に
鳩
め
、
山
の
ご
と
く
敦
ま
り
雲
の
ご
と
く
移
り
、
群
鳴
膠
膠

た
り
、
鄙

と
し
て
噪
讙
す
、
子
野
も
聴
聳
ぎ
離
朱
も
目
眩
み
、
隷
首
も
策
乱
れ
陳
子
も
籌
昏
む
。
時
に
於
て
営
囲
恢
廓
は
川
谷
に

充
斥
し
、

羅
羉
は

沢
を
弥
綸
し
、
陵
山
を
皐
牢
す
。
校
隊
は
部
を
案
じ
、
前
後
に
屯
有
り
、
甲
乙
相
い
伍
し
、
戊
己
を
堅
と

為
す
。

陽
月
す
な
わ
ち
孟
冬
十
月
、
司
田
の
官
│
後
漢
で
は
上
林
苑
令
に
該
当
し
よ
う
│
が
御
苑
の
草
木
を
払
い
、
狩
り
場
を
準
備
す
る
。
そ
う

し
て
あ
ま
た
の
鳥
獣
を
苑
囿
に
集
め
、
羅
網
牢
柵
を
設
け
、
軍
隊
が
部
伍
を
整
え
て
出
撃
の
準
備
を
す
る
。
つ
い
で
天
子
出
行
と
狩
り
の

開
始
が
神
話
的
に
描
か
れ
る
。

乗
輿
乃
ち
吉
月
の
陽
朔
を
以
て
疏
鏤
の
金
路
に
登
り
、

騻
の
玄
竜
を
六
に
し
、
雄
虹
の
旌
夏
を
建
て
、
鳴
鳶
の
脩
橦
を
揭
ぐ
。
長

庚
の
飛
髾
を
曳
き
、
日
月
の
太
常
を
載
せ
、
招
揺
と
玄
弋
を
栖
ま
わ
せ
、
枉
矢
を
天
狼
に
注
ぐ
。
羽
毛
は
紛
と
し
て
其
れ
髟
鼬
し
、

た

金
�
を
揚
げ
て
玉

を

ら
す
。
田
車
を
平
原
に
屯
め
、
同
徒
を
高
岡
に
播
き
、
旃
旝
は
摻
と
し
て
其
れ
林
の
如
く
、
五
色
を
錯
え

た
だ

か
た

以
て
光
を
摛
ぶ
。
氛
埃
を
清
め
、
野
場
を

き
、
六
師
に
誓
い
、
俊
良
を
捜
す
。
司
徒
は
卒
を
勒
め
、
司
馬
は
行
を
平
し
、
車
は
攻
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と
と
の

く
馬
は
同
い
、
教
は
達
し
戒
は
通
ず
。
咎
鼓
を
伐
ち
華
鍾
を
撞
け
ば
、
猟
徒
は
縦
た
れ
榛
叢
に
赴

く
。
徽
嫿
霍
奕
と
し
て
騖
を
別
ち
分
れ
奔
り
、
騒
擾
聿
皇
と
し
て
往
来
し
交
も
舛
い
、
紛
紛
回
回
と

め
ぐ

し
て
南
北
東
西
す
。
風
の
ご
と
く
行
り
雲
の
ご
と
く
転
じ
、
匈

隠
訇
た
り
、
黃
塵
勃

た
り
、
闇

き
こ
と
霧
昏
の
若
し
。
日
月
も
之
が
為
に
光
を
篭
め
、
列
宿
も
之
が
為
に
翳
昧
た
り
、

狡
は
才
を

課
し
、
勁
勇
は
気
を
程
す
。
狗
馬
は
角
逐
し
、
鷹

は
競
鷙
し
、
驍
騎
は
旁
に
佐
け
、
軽
車
は
橫
ま

つ
な

つ

い
ぬ

に
厲
い
、
相
い
与
に
陸
梁
し
、
中
原
に
聿
皇
た
り
。
猑
蹄
を
絹
ぎ
、
特
肩
を

き
、
完
羝
を

き
、

さ

し
ば

介
鮮
を
撝
き
、
毛
族
を
散
じ
、
羽
群
を
梏
る
。
然
る
後
に
飛
鋋
は
電
の
ご
と
く
激
し
、
流
矢
は
雨
の

く
じ

ご
と
く
墜
ち
、
各
の
質
す
所
を
指
し
、
期
せ
ず
し
て
俱
に
殪
れ
、
竄
伏
せ
る
も
の
輪
に

か
れ
、
発

さ

は
し

作
せ
る
も
の

に
梧
か
る
。

殳
狂
擊
せ
ば
、
頭
は
陥
り
顱
は
砕
か
れ
、
獣
は
猭
る
を
得
ず
、
禽
は

み瞥
る
を
得
ず
。
或
い
は
夷
由
し
て
未
だ
殊
せ
ざ
る
に
、
顛
狽
頓
躓
、

蟫
蟫
と
し
て
衢
に
充
ち
隧

を
塞
ぎ
、
葩
華
し
て

の
ご
と
く
布
く
こ
と
、
勝
げ
て
計
う
可
か
ら
ず
。

天
子
は
六
駕
の
乗
輿
に
駕
し
、
旌
旗
金
鼓
を
建
て
て
厳
か
に
行
進
し
や
が
て
平
原
に
車
を
屯
め
る
。
六
師

に
誓
約
を
布
き
、
軍
令
を
三
令
五
申
し
た
の
ち
合
図
の
金
鼓
の
音
と
と
も
に
兵
は
一
斉
に
放
た
れ
る
。
彼

ら
が
野
を
激
し
く
駆
け
巡
り
、
猟
犬
乗
馬
、
鷹
狩
り
の
隼
と
と
も
に
種
々
の
禽
獣
を
射
か
け
、
捕
ら
え
れ

ば
、
打
ち
殺
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
瀕
死
の
獲
物
が
累
々
と
一
帯
を
覆
う
。
以
下
、
猛
獣
飛
鳥
を
勇
士
た
ち

が
追
い
詰
め
打
ち
捕
ら
え
る
さ
ま
が
縷
々
描
か
れ
る
。

ま
が

く
ろ

若
し
夫
れ
鷙
獣
毅
虫
、
倨
れ
る
牙
に
黔
き
口
、
大
匈
に
し
て
哨
後
、
縕
巡
欧
紆
し
て
隅
を
負
み
阻
に
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依
り
、
敢
え
て
嬰
禦
す
る
莫
し
。
乃
ち
鄭
叔
・
晋
婦
の
徒
を
し
て
、
睽
孤
に
し
て

刺
し
、
裸

袒
裼
せ
し
む
。
甯
柘
を
冒
し
、
棘

き

枳
を
槎
り
、
浚
谷
を
窮
め
、
幽

に
底
り
、
斥
虎
を
暴
ち
、
狂

を
搏
ち
、
�
熊
を
獄
え
、
封
狶
を

す
。
或
い
は
軽

悍
に
し

と

つ

ひ

て
、

領
を
廋
疏
し
、
嵩
巒
を
犯
歴
し
、
喬
松
に
陵
り
、
脩

を
履
み
、
攳
枝
を

び
、
標
端
を
杪
し
、
蒼

を
尾
き
、
玄
猿
を
掎

き
、
木
産
は
尽
き
、
寓
属
は
単
く
。
罕
罔
は
部
を
合
し
、

弋
は
曲
を
同
に
し
、
類
行
し
て
並
び
に
駆
け
、
星
の
ご
と
く
布
き
て
麗

属
し
、
曹
伍
相
い
保
ち
、
各
の
分
局
有
り
。
矰
碆
は
飛
ぶ
が
ご
と
く
流
れ
、
繊
羅
は
絡
縸
し
、
遊
雉
は
群
驚
し
、
晨
鳧
は
輩
作
し
、

翬
然
と
し
て
雲
の
ご
と
く
起
ち
、

爾
と
し
て
雹
の
ご
と
く
落
つ
。

こ
こ
で
は
合
部
、
同
曲
、
曹
伍
な
ど
軍
隊
の
部
曲
編
制
に
関
す
る
語
が
比
喩
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
さ
て
勇
猛
な

狩
り
が
終
わ
る
と
天
子
は
車
を
廻
ら
せ
て
天
界
の
神
々
の
も
と
に
巡
幸
し
、
や
が
て
ふ
た
た
び
御
苑
に
降
り
立
つ
と
池
の
ほ
と
り
に
休
ら

う
。

と
お

爾
し
て
乃
ち
�
く
観
て
高
き
に
踏
み
、
乗
を
改
め
轅
を
回
ら
せ
、
恢
方
を
泝
り
、
馮
夷
を
撫
し
、
句
芒
を
策
ち
、
荒
忽
を
超
え
、
重

陽
を
出
で
、
雲
漢
を
厲
り
、
天
潢
を
横
ぎ
る
。
鬼
区
を
導
き
、
神
場
を
径
り
、
霊
保
に
詔
し
、
方
相
を
召
し
、
厲
疫
を
駆
り
、

祥

の
ぞ

つ
な

を
走
ら
す
。
罔
両
を

き
、
游
光
を
払
い
、
天
狗
に
枷
し
、
墳
羊
を
緤
ぐ
。
然
る
後
に
節
を
緩
め
容
を
舒
べ
、
裴
回
安
步
し
、
降
り

つ
ら

ふ
る

て
波

に
集
え
ば
、
川
衡
沢
虞
は
魚
を
矢
ね
罟
を
陳
ぬ
。
茲
飛
、
宿
沙
、
田
開
、
古
蠱
は
、
終
葵
を
翬
い
、
関
斧
を
揚
げ
、
重
氷
を

た
ず

刊
り
、
蟄
戶
を
撥
き
、
潜
鱗
を
測
り
、
介
旅
を
踵
ぬ
。
逆
え
て
湍
瀬
に
猟
し
、

薄
汾
橈
し
て
潭
淵
に
淪
滅
し
、
左
に

竜
を
挈

り
、
右
に
蛟

を
提
げ
、
春
は
王
鮪
を
献
じ
、
夏
は

を
薦
む
。
是
に
於
て
流
覧
遍
照
し
、
変
を
殫
く
し
態
を
極
め
、
上
下
に
究

め
竟
く
せ
ば
、
山
谷
蕭
条
た
り
、
原
野

愀
た
り
、
上
に
飛
鳥
無
く
、
下
に
走
獣
無
し
、
虞
人
は
旍
を
植
え
、
猟
者
は
具
を
効
し
、

車
は
弊
れ
田
は
罷
み
、
旋
り
て
禁
囿
に
入
る
。
昭
明
の
観
に
栖
遅
し
、
高
光
の
榭
に
休
息
し
、
以
て
宏
池
に
臨
む
。
鎮
む
る
に
瑶
台
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ふ
ち
ど

を
以
て
し
、
純
る
に
金
堤
を
以
て
し
、
樹
う
る
に

柳
を
以
て
し
、
被
う
に
綠
莎
を
以
て
し
、
瀇
瀁
沆

た
り
て
錯

槃
委
す
、
天

地
は
虹
洞
し
、
固
よ
り
端
涯
無
し
、
大
明
は
東
に
生
じ
、
月
朔
は
陂
に
西
す
。
乃
ち
壷
涿
に
命
じ
、
水
蠱
を
駆
り
、
罔
螭
を
逐
い
、

短
狐
を
滅
し
、
鯨
鯢
を

す
。
然
る
後
に
余
皇
を
方
べ
、

舟
を
連
ね
、
雲
帆
を
張
り
、

幬
を
施
し
、
颸
風
に
靡
き
、
迅
流
を
陵

ぎ
、
櫂
歌
を
発
し
、
水
謳
を
縦
て
ば
、
淫
魚
は
出
で
、
蓍
蔡
は
浮
び
、
湘
霊
は
下
り
、
漢
女
は
游
ぶ
。
水
禽
鴻
鵠
、
鴛
鴦
、
鷗
鷖
、

や
ど

、
鸕
鷁
、
鷺
雁
、
鷿

、
乃
ち
安
ん
じ
て
斯
に
寝
り
、
翮
を
其
の
涯
に

む
。
魴

、

、
鰋
鯉
、

、
我
が
純
徳
を
楽

し
み
、
騰
踊
し
て
相
い
随
う
、
霊
沼
の
白
鳥
、
孟
津
の
躍
魚
と
雖
も
、
斯
に
方
ぶ
れ
ば
蔑
た
り
。
然
し
て
猶
お
伶
蕭
に
詠
歌
し
、
方

策
に
載
陳
せ
ら
る
、
豈
に
哀
し
か
ら
ず
や
。

天
界
の
神
々
に
関
す
る
叙
述
の
中
で
「
方
相
を
召
し
厲
疫
を
駆
り

祥
を
走
ら
す
」
と
あ
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
歳
末
の
大
儺

の
情
景
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
儀
式
次
第
は
後
掲
の
『
続
漢
書
』
礼
儀
志
中
に
詳
し
い
が
、
そ
こ
で
は
方
相
氏
の
面
を
か
ぶ
り
熊

皮
を
ま
と
っ
た
演
者
や
百
二
十
人
の
童
子
「

子
」
た
ち
が
宮
中
で
松
明
を
か
か
げ
、
罔
兩

鬼
な
ど
疫
病
を
も
た
ら
す
悪
鬼
退
散
の
儀

を
盛
大
に
執
り
行
う
。
唐
開
元
礼
で
は
軍
礼
に
分
類
さ
れ
る
こ
の
現
実
の
儀
礼
を
、
こ
こ
で
の
描
写
は
ふ
ま
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お

先
述
の
如
く
鄧
太
后
は
こ
の
祭
儀
に
対
し
て
「
逐
疫
の

子
の
半
ば
を
減
ず
」
と
の
節
減
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
後
の
宏
池
（
岸
田
首
相

の
宏
池
会
は
こ
れ
が
典
故
）
で
の
観
覧
、
諸
瑞
祥
の
湧
出
も
、
実
際
に
田
猟
後
の
宴
会
で
催
さ
れ
る
、
か
ぶ
り
物
を
交
え
た
種
々
の
百
戯

を
意
識
し
た
描
写
で
あ
る
こ
と
は
、
後
日
別
稿
で
張
衡
の
「
西
京
賦
」
に
関
連
し
て
再
び
論
ず
る
予
定
だ
が
、
こ
れ
ら
百
戯
に
対
し
て
も

鄧
太
后
は
「
魚
龍
曼
延
百
戯
を
罷
め
」
て
い
る
こ
と
先
述
の
通
り
で
あ
る
。

最
後
に
、
宗
廟
薦
亨
と
戦
士
た
ち
へ
の
論
功
班
賜
、
つ
い
で
盛
大
な
宴
飲
が
催
さ
れ
る
。
楽
が
奏
で
ら
れ
、
四
夷
が
来
貢
し
、
儀
式
は

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
迎
え
る
。
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か
た

是
に
於
て
宗
廟
既
に
享
け
、
庖
厨
既
に
充
ち
、
車
徒
既
に
簡
び
、
器
械
既
に
攻
し
。
然
る
後
に
牲
を
擺
き
禽
を
班
ち
、
淤
賜
し
て
功

を
犒
い
、
群
師
は
畳
伍
し
、
伯
校
は
千
重
し
、
山
罍
は
常
に
満
ち
、
房
俎
は
空
く
無
し
。
酒
正
は
隊
を
案
じ
、
膳
夫
は
巡
行
し
、
清

め
ぐ

す
す

醪
は
車
も
て
湊
り
、
燔
炙
は
騎
も
て
将
む
、
鼓
駭
き
て
爵
を
挙
げ
、
鍾
鳴
り
て
觴
を
既
す
。
若
し
乃
ち
陽
阿
衰
斐
の
晋
制
、
闡

華

羽
の
南
音
は
、
匈
臆
に
洞
蕩
し
、
耳
目
を
発
明
し
、
蘊

を
疏
越
し
、
底
伏
を
駭
恫
す
る
所
以
な
り
、
鍠
鍠
鎗
鎗
と
し
て
農
郊
大
路

の
衢
に
奏
し
、
百
姓
と
之
を
楽
し
む
。
是
を
以
て
明
徳
は
中
夏
に
曜
き
、
威
霊
は
四
荒
に
暢
り
、
東
隣
は
巨
海
に
浮
び
て
入
享
し
、

西
旅
は

領
を
越
え
て
来
王
し
、
南
徼
は
九
訳
に
因
り
て
貢
を
致
し
、
朔
狄
は
象
胥
に
属
し
て
来
同
す
。
蓋
し
安
き
に
危
き
を
忘
れ

く
じ

ず
、
治
に
乱
を
忘
れ
ず
、
道
は
茲
に
在
り
、
斯
れ
固
よ
り
帝
王
の
神
武
を
曜
か
せ
遐
衝
を
折
く
所
以
の
者
な
り
。

狩
ら
れ
た
獲
物
は
ま
ず
宗
廟
に
捧
げ
ら
れ
る
。
後
述
の
よ
う
に
『
続
漢
書
』
礼
儀
志
中
に
「
立
秋
の
日
、
白
郊
の
礼
畢
り
、
始
め
て
威
武

を
揚
げ
、
牲
を
郊
東
門
に
斬
り
、
以
て
陵
廟
に
薦
む
」
と
あ
り
、
後
漢
に
お
け
る
講
武
礼
に
お
い
て
ま
ず
宗
廟
に
犠
牲
が
薦
め
ら
れ
、
続

い
て
武
官
へ
の
束
帛
賜
与
と
軍
事
演
習
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
、
こ
れ
は
対
応
す
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
蒋
暁
光
氏
は
こ
の
賦
の
最
後
の
段
に

お
け
る
一
連
の
儀
式
が
宗
廟
祭
祀
を
首
段
に
置
く
こ
と
を
以
て
、
本
来
帝
・
后
夫
妻
で
行
う
べ
き
宗
廟
祭
祀
を
鄧
太
后
が
率
先
し
、
自
ら

の
地
位
を
上
げ
よ
う
と
し
た
こ
と
へ
の
批
判
で
あ
っ
た
と
す
る
が
、
や
や
う
が
ち
過
ぎ
に
思
わ
れ
る
。
宗
廟
へ
の
言
及
は
四
字
の
み
で
、

こ
れ
は
現
実
の
軍
事
儀
礼
に
お
け
る
宗
廟
薦
亨
の
一
節
を
踏
ま
え
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
見
た
方
が
よ
か
ろ
う
。
続
く
兵
士
へ
の
犠
牲
班

賜
と
盛
大
な
酒
肉
の
宴
│
大
室
幹
雄
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
漢
代
バ
ロ
ッ
ク
⑺
│
は
司
馬
相
如
以
来
の
田
猟
賦
の
伝
統
的
表
現
を
つ
ぐ
も

の
だ
が
、
そ
の
場
で
奏
で
ら
れ
る
華
美
な
音
楽
と
そ
の
人
心
を
疎
通
せ
し
め
る
効
用
の
顕
揚
、
さ
ら
に
は
そ
れ
が
百
姓
と
の
和
同
、
天
子

の
徳
の
四
裔
ま
で
の
暢
達
、
そ
し
て
四
夷
の
来
貢
を
も
た
ら
す
と
い
う
大
同
的
な
い
し
禹
貢
的
世
界
観
へ
の
接
続
が
、
本
賦
を
顕
著
に
特

徴
づ
け
て
い
る
。『
論
語
』
陽
貨
篇
「
楽
と
云
い
楽
と
云
う
、
鐘
鼓
を
云
わ
ん
や
」
の
何
晏
集
解
に
い
う
、「
馬
曰
く
、
楽
の
貴
ぶ
所
の
者

は
風
を
移
し
俗
を
易
う
、
鐘
鼓
を
謂
う
の
み
に
非
ず
」。
馬
と
は
馬
融
の
こ
と
。
音
楽
の
も
つ
移
風
易
俗
の
道
義
的
効
用
は
も
と
よ
り
伝

馬
融
「
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統
的
思
想
で
は
あ
れ
、
こ
の
注
釈
や
「
広
成
頌
」
に
お
け
る
音
楽
の
道
義
的
顕
揚
の
根
底
に
は
、
や
は
り
彼
の
「
鼓
琴
を
善
く
し
、
吹
笛

を
好
」
ん
だ
と
い
う
音
楽
の
好
尚
、
そ
れ
と
儒
教
的
世
界
観
と
の
整
合
と
い
う
志
向
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、
音

楽
に
彩
ら
れ
た
盛
美
な
典
礼
へ
と
強
く
彼
の
心
を
向
か
わ
せ
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
鄧
太
后
の
質
朴
節
倹
主
義
と
背
馳
し
た
こ
と
も
、
既
に

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に
、
賦
は
次
の
よ
う
に
締
め
く
く
ら
れ
る
。

方
今
大
漢
は
功
を
道
徳
の
林
に
収
め
、
獲
を
仁
義
の
淵
に
致
す
も
、
蒐
狩
の
礼
を
忽
せ
に
し
、
槃
虞
の
佃
を
闕
く
。
闇
昧
に
し
て
日

月
の
光
を
睹
ず
、
聾
昏
に
し
て
雷
霆
の
震
を
聞
か
ざ
る
こ
と
今
に
お
い
て
十
二
年
、
日
を
為
す
や
久
し
。
亦
た
方
に
将
に
禁
台
の
秘

蔵
を
刊
し
、
天
府
の
官
常
を
発
き
、
質
要
の
故
業
を
由
い
、
典
刑
の
旧
章
に
率
わ
ん
と
す
。
清
原
に
采
り
、
岐
陽
に
嘉
し
、
俊
桀
を

登
し
、
賢
良
に
命
じ
、
淹
滞
を
挙
げ
、
幽
荒
を
抜
く
。
淫
侈
の
華
誉
を
察
し
、
介
特
の
実
功
を
顧
み
、
畎
畝
の
群
雅
を
聘
し
、
重
淵

の
潜
龍
を
宗
と
す
。
乃
ち
精
を
山
薮
に
儲
え
、
思
を
河
沢
に
歴
ら
せ
、
目
は
鼎
俎
を
矖
、
耳
は
康
衢
を
聴
き
、
傅
説
を
胥
靡
に
営

し
、
伊
尹
を
庖
厨
に
求
め
、
膠
鬲
を
魚
塩
に
索
め
、
甯
戚
を
大
車
に
聴
く
。
之
を
し
て
昌
言
し
て
宏
議
せ
し
め
、
三
家
を
軼
越
し
、

五
帝
に
馳
騁
し
、
悉
く
休
祥
を
覧
、
群
瑞
を
総
括
す
。
遂
に
鳳
皇
を
高
梧
に
栖
わ
せ
、
麒
麟
を
西
園
に
宿
し
、
僬
僥
の
珍
羽
を
納

れ
、
王
母
の
白
環
を
受
く
。
永
え
に
宇
內
に
逍
揺
し
、
二
儀
と
与
に
疆
り
無
く
、
造
化
を
后
土
に
貳
に
し
、
神
施
を
昊
乾
に
参
に

し
、
超
え
て
特
達
し
て
儔
無
く
、
煥
き
て
巍
巍
と
し
て
原
無
し
。
千
億
の
子
孫
を
豊
か
に
し
、
万
載
を
歴
て
永
え
に
延
ぶ
。
礼
楽
既

に

り
、
轅
を
北
に
し
て
旆
を
反
し
、
新
城
よ
り
至
り
、
伊
闕
を
背
に
し
、
洛
京
に
反
る
。

田
猟
賦
の
結
び
は
天
子
の
徳
政
を
称
揚
し
、
以
て
田
猟
の
放
蕩
を
戒
め
儒
教
的
政
道
へ
の
回
帰
を
推
奨
す
る
の
が
、
司
馬
相
如
や
揚
雄
以

来
の
伝
統
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
本
賦
の
こ
の
段
で
は
、「
大
漢
は
功
を
道
徳
の
林
に
収
め
」
と
道
徳
仁
義
に
則
っ
た
王
朝
の
為
政
を
讃
え

馬
融
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な
が
ら
、
一
転
し
て
田
猟
の
礼
を
十
二
年
の
間
怠
っ
て
き
た
こ
と
が
難
ぜ
ら
れ
る
。
先
述
の
よ
う
に
こ
れ
は
鄧
太
后
の
臨
朝
称
制
の
期
間

に
他
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
の
た
め
「
日
月
の
光
を
睹
ず
」
と
い
う
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
日
月＝

皇
帝
夫
妻
を
さ
し
お
い
て
実
権
を
握
り

続
け
て
き
た
太
后
へ
の
批
判
の
意
を
寓
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
が
田
猟
は
天
子
の
率
先
し
て
行
う
儀
礼
で
あ
り
、
そ
の
挙
行
を

主
張
す
る
こ
と
は
、
天
子
に
政
を
帰
す
べ
き
と
の
太
后
へ
の
批
判
を
暗
に
含
意
し
て
も
い
た
は
ず
で
あ
る
。

従
っ
て
、
続
い
て
主
張
さ
れ
る
「
質
要
の
故
業
」「
典
刑
の
旧
章
」
へ
の
回
帰
と
は
具
体
的
に
は
上
古
か
ら
前
漢
ま
で
の
伝
統
的
な
田

猟
礼
の
復
興
、
ひ
い
て
は
皇
帝
親
政
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
そ
う
し
て
実
現
さ
れ
る
諸
善
政
、
賢
良
英
才
の
登
用
や
昌
言
善
謨
の
採
納
と

そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
瑞
兆
の
現
出
、
王
朝
の
無
窮
の
繁
栄
（
こ
れ
ら
の
描
写
の
中
に
も
山
藪
、
河
沢
、
西
園
な
ど
田
猟
の
ア
リ

ュ
ー
ジ
ョ
ン
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
）、
こ
れ
ら
も
司
馬
相
如
以
来
の
放
逸
奢
侈
の
反
省
、
徳
政
へ
の
回
帰
の
描
写
に
系
譜
を
発
し
、

後
漢
に
あ
っ
て
は
班
固
「
東
都
賦
」
や
張
衡
「
東
京
賦
」
に
継
承
さ
れ
、
前
漢
西
京
の
田
猟
の
奢
侈
と
対
比
的
に
描
か
れ
る
も
の
だ
が
、

「
広
成
頌
」
に
あ
っ
て
は
そ
れ
が
豪
奢
な
田
猟
と
順
接
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
「
広
成
頌
」
は
班
固
両
都
賦
に
お
け
る
前
漢

西
京
の
バ
ロ
ッ
ク
的
世
界
と
後
漢
東
京
の
礼
教
的
世
界
と
を
接
続
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
か
、
む
ろ
ん
班
固
は
後
者
に
重
き
を
置
く
の
で

は
あ
る
が
。
な
お
班
固
・
張
衡
と
馬
融
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

賦
を
献
呈
し
た
馬
融
は
果
た
し
て
、
気
性
の
激
し
い
鄧
太
后
の
怒
り
を
買
っ
た
。「
頌
の
奏
せ
ら
る
る
や
、
鄧
氏
に
忤
い
、
東
観
に
滞

ま
り
十
年
調
せ
ら
る
る
を
得
ず
。
兄
の
子
の
喪
に
因
り
自
劾
し
て
帰
る
。
太
后
之
を
聞
き
て
怒
り
、
謂
え
ら
く
融
は
詔
除
を
羞
薄
し
州
郡

に
仕
え
ん
と
欲
す
と
、
遂
に
之
を
禁
錮
せ
し
む
」。
安
帝
に
政
を
帰
す
べ
き
を
太
后
に
直
言
し
た
杜
根
が
虐
殺
さ
れ
か
け
た
（『
後
漢
書
』

杜
根
伝
）
の
に
比
べ
れ
ば
、
ま
だ
し
も
穏
当
な
処
置
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
そ
こ
に
は
貴
顕
の
家
に
つ
ら
な
る
少
壮
気
鋭
の
「
通
儒
」

に
対
す
る
太
后
の
手
心
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
ず
、
ま
た
馬
融
自
身
も
そ
れ
を
当
て
込
ん
で
い
た
節
が
な
く
も
な
い
。
そ
の
後
も
校
書
郎
中

よ
り
昇
任
で
き
ぬ
不
満
か
ら
自
劾
し
て
官
を
去
る
と
い
う
思
い
切
っ
た
行
動
に
は
、
か
つ
て
鄧
騭
の
聘
を
断
っ
た
血
気
盛
ん
な
日
の
面
影

馬
融
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田
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が
な
お
見
え
よ
う
。
し
か
し
た
め
に
受
け
た
禁
錮
の
処
分
は
彼
に
と
っ
て
意
外
に
も
重
い
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
こ
れ
に
懲
り
た
彼
は

後
年
曲
げ
て
梁
冀
の
意
に
沿
い
、
時
人
の
評
判
を
貶
め
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
が
、
そ
の
後
も
梁
冀
の
意
に
忤
い
汚
職
を
弾
劾
さ
れ
て

朔
方
に
流
さ
れ
る
途
上
自
刃
を
試
み
る
な
ど
、
武
侠
好
み
の
気
節
は
終
生
衰
え
な
か
っ
た
ら
し
い
。「
鼓
吹
を
善
く
し
、
吹
笛
を
好
み
、

儒
者
の
節
に
拘
わ
ら
ず
、
居
宇
器
服
は
多
く
侈
飾
を
存
す
。
常
に
高
堂
に
坐
し
絳
紗
帳
を
施
し
、
前
に
は
生
徒
に
授
け
、
後
に
は
女
楽
を

列
ぬ
」。
こ
う
し
た
派
手
好
き
で
享
楽
的
な
人
柄
が
ま
た
世
人
の
譏
り
を
招
き
、
そ
れ
ゆ
え
史
書
に
は
こ
と
さ
ら
そ
の
悪
行
が
強
調
さ
れ

る
こ
と
に
も
な
っ
た
が
、
彼
は
世
間
の
細
節
に
拘
ら
ぬ
任
誕
の
通
人
と
し
て
、
自
ら
の
好
尚
に
従
っ
て
生
き
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。「
広

成
頌
」
に
よ
っ
て
太
后
を
諌
め
た
彼
の
中
に
あ
っ
た
の
も
そ
の
よ
う
な
、
い
さ
さ
か
鼻
柱
の
強
い
自
負
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

二

馬
融
を
め
ぐ
る
人
脈：

と
く
に
田
猟
賦
と
の
関
係
で

最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
馬
融
の
「
広
成
頌
」
は
前
漢
か
ら
後
漢
に
至
る
一
連
の
田
猟
賦
の
系
譜
の
中
に
位
置
す
る
も
の
で
、
従
っ
て

特
に
近
い
時
代
の
人
々
と
の
相
互
影
響
を
念
頭
に
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
田
猟
賦
の
作
者
と
し
て
馬
融
に
や
や
先
立
つ
班
固
お

よ
び
、
ほ
ぼ
同
時
代
の
張
衡
と
の
関
係
を
確
認
し
、
ま
た
、
馬
融
の
尚
武
思
想
に
関
連
し
て
彼
と
つ
な
が
り
の
あ
る
人
物
と
の
関
係
を
、

推
測
も
交
え
つ
つ
確
認
し
て
お
き
た
い
。

『
漢
書
』
の
撰
者
、
班
固
（32

〜92

）
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
紹
介
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
彼
は
馬
融
と
同
じ
く
扶
風

の
人
で
あ
り
、
周
知
の
よ
う
に
前
漢
成
帝
に
仕
え
た
班
婕
妤
を
大
叔
母
と
す
る
。
同
じ
く
成
帝
に
婕
妤
と
し
て
仕
え
た
の
が
馬
援
の
叔
母

姉
妹
で
あ
る
（『
後
漢
書
』
馬
援
伝
）。
ま
た
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
馬
援
は
莽
新
政
権
崩
壊
後
の
一
時
期
、
河
西
の
竇
融
の
も
と
に
身
を

寄
せ
た
が
、
そ
こ
に
は
班
固
の
父
、
班
彪
も
お
り
、
二
人
の
間
に
は
何
ら
か
の
交
流
が
あ
っ
た
は
ず
で
、
班
彪
か
ら
馬
援
に
送
ら
れ
た
手

紙
の
一
節
が
残
さ
れ
て
い
る
（『
後
漢
書
』
劉
龔
伝
注
引
『
三
輔
決
録
』）。
馬
融
は
鄧
太
后
の
臨
朝
期
、
班
固
の
妹
の
班
昭
（
曹
大
家
）
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融
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か
ら
宮
中
で
『
漢
書
』
の
講
読
を
受
け
、
ま
た
彼
女
の
「
女
誡
」
を
賞
し
て
妻
女
に
習
わ
せ
た
。
さ
ら
に
馬
融
の
兄
の
馬
続
は
班
昭
の
後

を
つ
い
で
『
漢
書
』
の
未
成
部
分
を
完
成
し
て
い
る
（『
後
漢
書
』
列
女
伝
・
曹
世
叔
妻
）。
こ
の
よ
う
に
班
氏
と
馬
氏
と
の
間
に
は
前
漢

末
以
来
、
馬
融
の
時
代
に
到
る
ま
で
浅
か
ら
ぬ
縁
が
あ
り
、
馬
融
は
彼
が
十
三
歳
の
頃
に
獄
死
し
た
班
固
と
直
接
に
面
識
を
持
た
な
か
っ

た
と
仮
に
し
て
も
、
彼
が
「
東
観
に
在
る
こ
と
十
年
、
典
籍
を
窮
覧
し
広
成
頌
を
上
る
」（『
職
官
分
紀
』
十
六
所
引
司
馬
彪
『
続
漢

書
』）
と
あ
る
「
典
籍
」
の
中
に
班
固
両
都
賦
も
含
ま
れ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
疑
い
な
く
、
ま
た
両
者
の
数
代
に
わ
た
る
縁
を
思
え
ば
そ
こ
か

ら
一
定
の
影
響
を
受
け
も
し
た
に
違
い
な
い
。

辞
賦
に
優
れ
た
文
学
者
、
か
つ
科
学
者
と
し
て
も
名
高
い
南
陽
の
張
衡
（78

〜139

）
は
馬
融
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
人
で
あ
る
。
彼
は
馬

融
と
と
も
に
涿
郡
の
儒
宗
、
崔
瑗
と
親
交
を
持
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
（『
後
漢
書
』
崔
瑗
伝
）、
ま
た
『
後
漢
書
』
王
符
伝
に
も
「
王
符

字
は
節
信
、
安
定
臨
涇
の
人
な
り
。
少
く
し
て
学
を
好
み
志
操
有
り
、
馬
融
・
竇
章
・
張
衡
・
崔
瑗
等
と
友
善
た
り
」
と
記
さ
れ
る
。
馬

融
の
賦
作
と
張
衡
の
そ
れ
と
の
間
に
、
相
互
の
影
響
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
な
お
付
記
し
た
い
の
は
、
張
衡
と
班
固

と
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
張
衡
も
班
固
と
は
直
接
の
接
触
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
先
述
の
よ
う
に
班
固
は
馬
融
に
一
定
の
影

響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
、
か
つ
張
衡
・
馬
融
の
親
友
で
あ
っ
た
崔
瑗
は
、
か
つ
て
別
稿
⑻
で
触
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
父
の

が
班
固
の

推
輓
で
と
も
に
竇
憲
に
府
僚
と
し
て
仕
え
、
班
固
と
の
間
に
何
ら
か
の
交
流
を
持
っ
た
と
お
ぼ
し
い
。
と
す
る
な
ら
、
崔
瑗
父
子
│
馬
融

│
張
衡
の
人
的
紐
帯
の
中
に
、
班
固
の
影
響
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
張
衡
が
、
時
の
踰
侈
を
嘆
き
班
固
両
都
賦
に
な
ぞ
ら
え
て

二
京
賦
を
作
っ
た
（『
後
漢
書
』
張
衡
伝
）
こ
と
の
背
景
に
は
、
単
な
る
形
式
上
の
模
倣
に
と
ど
ま
ら
ぬ
内
的
連
関
を
考
え
て
よ
さ
そ
う

で
あ
る
。

い
ま
一
つ
付
記
す
べ
き
は
、
王
符
（85?

〜163?

）
と
の
関
係
で
あ
る
。『
潜
夫
論
』
の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
る
彼
は
、
先
に
別
稿
⑼
で

述
べ
た
よ
う
に
故
郷
の
涼
州
安
定
郡
で
処
士
と
し
て
生
涯
を
過
ご
し
、
自
ら
目
の
当
た
り
に
し
た
羌
族
大
乱
を
も
と
に
、
西
北
情
勢
に
対

す
る
軍
事
的
防
備
の
必
要
を
詳
細
か
つ
具
体
的
に
説
い
た
。
右
掲
王
符
伝
に
よ
れ
ば
彼
も
馬
融
、
張
衡
ら
と
親
交
を
持
っ
た
が
、
先
に
述
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融
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べ
た
通
り
鄧
騭
の
辟
召
を
断
っ
た
馬
融
は
一
時
期
涼
州
に
赴
い
て
お
り
、
彼
が
客
居
し
た
「
武
都
・
漢
陽
の
界
中
」
は
王
符
の
暮
ら
し
た

安
定
郡
に
隣
接
す
る
。
生
涯
を
涼
州
で
終
え
た
王
符
が
い
か
に
し
て
中
原
の
諸
士
と
交
流
を
持
っ
た
か
定
か
で
は
な
い
が
、
馬
融
と
の
間

に
は
直
接
交
流
を
持
ち
得
た
時
期
が
二
度
あ
り
、
そ
の
一
つ
が
こ
の
涼
州
客
居
の
時
、
い
ま
一
度
は
呉
氏
年
譜
に
よ
れ
ば
順
帝
永
和
三
年

（138

）、
彼
が
武
都
太
守
と
な
っ
た
時
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
羌
族
の
反
乱
が
熾
烈
を
極
め
た
時
期
で
あ
り
、
現
地
の
事
情
に
詳
し
い
王
符

の
現
状
認
識
と
対
策
案
が
馬
融
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
を
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
と
く
に
武
都
太
守
在
任
期
、
馬
融
は
西
羌

討
伐
に
向
か
っ
た
西
征
将
軍
馬
賢
ら
の
覆
敗
を
正
確
に
予
測
し
て
お
り
（『
後
漢
書
』
馬
融
伝
）、
自
身
の
言
を
借
り
れ
ば
「
少
く
し
て
学

芸
を
習
い
、
武
職
を
更
ざ
る
」
彼
の
的
確
な
情
勢
判
断
の
背
後
に
、
王
符
の
影
響
を
推
測
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
。
彼
が
「
広
成
頌
」

を
献
呈
し
た
元
初
五
年
は
ま
だ
武
都
太
守
赴
任
前
で
は
あ
る
が
、
最
初
の
涼
州
滞
在
期
、
当
時
ま
だ
と
も
に
二
十
代
だ
っ
た
二
人
の
、
客

気
を
帯
び
た
思
想
交
流
が
「
広
成
頌
」
の
尚
武
論
に
も
影
を
落
と
し
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

三
「
広
成
頌
」
に
お
け
る
軍
事
儀
礼
的
要
素
と
そ
の
構
成

一
章
で
確
認
し
た
「
広
成
頌
」
の
内
容
の
中
か
ら
、
儀
礼
的
要
素
を
順
に
抜
き
出
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

１
．
十
月
の
田
猟
の
実
施
と
、
そ
れ
に
先
立
つ
狩
り
場
、
獲
物
の
準
備
。
軍
隊
の
隊
列
整
頓
。
／
２
．
天
子
の
出
陣
、
軍
令
の
宣
布
、
兵

士
の
出
撃
。
部
伍
を
組
ん
で
の
獲
物
の
掃
討
。
／
３
．
狩
猟
後
の
悪
鬼
退
散
（
大
儺
）、
続
く
御
苑
の
池
畔
で
の
遊
宴
と
瑞
祥
現
出
（
百

戯
）。
／
４
．
宗
廟
薦
亨
、
論
功
班
賜
、
酒
肉
の
大
饗
宴
。
音
楽
の
演
奏
、
百
姓
と
の
和
同
、
四
夷
の
来
貢
。

こ
れ
を
、
先
に
一
部
は
挙
げ
た
が
、『
続
漢
書
』
礼
儀
志
中
（
以
下
、
礼
儀
志
と
略
称
）
の
記
す
儀
式
次
第
と
比
べ
て
み
よ
う
。

立
秋
の
日
、
白
郊
の
礼
畢
り
、
始
め
て
威
武
を
揚
げ
、
牲
を
郊
東
門
に
斬
り
、
以
て
陵
廟
に
薦
む
。
其
の
儀
、
乗
輿
は
戎
路
に
御

馬
融
「
広
成
頌
」
と
後
漢
の
田
猟
・
軍
礼

一
八



し
、
白
馬
に
朱
鬣
、
躬
ら
弩
を
執
り
牲
を
射
る
。
牲
は
鹿

を
以
て
す
。
太
宰
令
・
謁
者
各
の
一
人
、
載
す
る
に
獲
車
を
以
て
し
、

馳
せ
て
陵
廟
に
送
る
。
是
に
於
て
乗
輿
は
宮
に
還
り
、
使
者
を
遣
わ
し
束
帛
を
齎
し
以
て
武
官
に
賜
わ
し
む
。
武
官
は
兵
を
肄
い
、

戦
陣
の
儀
を
習
う
。
斬
牲
の
礼
は
名
づ
け
て

劉
と
曰
う
。
兵
・
官
は
皆
な
孫
・
呉
兵
法
六
十
四
陣
を
肄
い
、
名
づ
け
て
乗
之
と
曰

う
。
立
春
、
使
者
を
遣
わ
し
束
帛
を
齎
し
以
て
文
官
に
賜
う
。

劉
の
礼
は
、
先
虞
を
祠
り
、
執
事
は
先
虞
に
告
げ
已
り
、
鮮
を
烹

る
の
時
、
有
司
告
げ
、
乃
ち
逡
巡
し
て
牲
を
射
る
。
獲
車
畢
れ
ば
、
有
司
は
事
の
畢
る
を
告
ぐ
。

「
広
成
頌
」
は
田
猟
の
開
始
を
十
月
と
す
る
。
前
漢
の
司
馬
相
如
「
上
林
賦
」
は
初
冬
十
月
、
揚
雄
「
羽
猟
賦
」
は
季
冬
十
二
月
を
田
猟

の
季
節
と
し
て
描
き
、
後
漢
の
張
衡
「
西
京
賦
」
も
孟
冬
十
月
と
す
る
。
こ
れ
ら
は
『
礼
記
』
月
令
、
孟
冬
の
条
に
「
天
子
乃
命
将
帥
講

武
、
習
射
射
御
、
角
力
」
と
あ
る
伝
統
観
念
に
従
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
漢
代
で
も
冬
月
が
刑
殺
の
季
節
と
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
所
で
あ

る
。
一
方
で
右
掲
の
礼
儀
志
は
立
秋
、
七
月
頃
に
斬
牲
・
陵
廟
薦
亨
と
武
官
肄
兵
の
儀
式
を
行
う
と
し
、
こ
れ
は
月
令
・
孟
秋
条
に
「
天

子
乃
命
将
帥
、
選
士
厲
兵
、
簡
練
桀
俊
、
専
任
有
功
、
以
征
不
義
、
詰
誅
暴
慢
、
以
明
好
悪
、
順
彼
遠
方
」
と
あ
り
季
秋
条
に
「
是
月

也
、
天
子
乃
教
於
田
猟
、
以
習
五
戎
、
班
馬
政
…
」
と
あ
る
の
に
近
い
。
こ
の
よ
う
に
賦
の
描
写
と
現
実
の
後
漢
礼
制
と
が
齟
齬
を
示
す

背
後
に
、
あ
る
い
は
今
古
文
な
ど
経
学
解
釈
上
の
分
岐
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
は
そ
の
こ
と
は
措
き
、
む
し
ろ
こ
こ
で
注
意
し

て
お
き
た
い
の
は
、
後
述
の
よ
う
に
「
広
成
頌
」
の
一
連
の
儀
式
描
写
の
最
後
が
元
会
儀
⑽
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
年
度
初
め

の
盛
大
な
朝
見
の
儀
、
元
会
は
前
漢
は
じ
め
に
は
十
月
に
挙
行
さ
れ
た
（『
史
記
』
叔
孫
通
列
伝
）。
こ
れ
は
当
初
十
月
が
歳
首
で
あ
っ
た

こ
と
に
よ
る
。
そ
の
後
、
武
帝
の
太
初
暦
導
入
に
よ
り
正
月
が
歳
首
と
な
り
、
そ
の
結
果
遅
く
と
も
後
漢
で
は
元
会
も
正
月
に
開
催
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
孟
春
正
月
の
盛
大
な
元
会
の
描
写
で
フ
ィ
ナ
ー
レ
を
締
め
く
く
る
た
め
に
は
、
一
連
の
儀
式
の
開
始
は
秋
よ
り
冬
が

ふ
さ
わ
し
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
右
に
ま
と
め
た
１
〜
４
の
儀
礼
進
行
を
一
続
き
の
も
の
と
し
て

無
理
な
く
描
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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礼
儀
志
で
は
、
天
子
射
牲
に
つ
い
で
宗
廟
奉
献
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
に
武
官
へ
の
班
賜
が
行
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
天
子
射
牲
・
斬
牲
・

宗
廟
奉
献
の
一
連
の
儀
「

劉
」
と
並
行
し
て
武
官
の
軍
事
演
習
「
乗
之
」
が
行
わ
れ
⑾
、
武
官
班
賜
は
そ
れ
へ
の
論
功
行
賞
と
し
て
行

わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、「
広
成
頌
」
で
は
天
子
射
牲
と
宗
廟
奉
献
の
間
に
大
儺
と
百
戯
を
示
唆
す
る
情
景
が
描
か
れ
る
。
そ
う
し

て
さ
ら
に
、
大
饗
宴
、
音
楽
演
奏
と
四
夷
来
貢
の
場
面
が
続
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
、
大
儺
か
ら
四
夷
来
貢
ま
で
の
各
段
は
右
掲
礼
儀
志

の
、
立
秋
軍
礼
の
一
節
に
は
見
ら
れ
な
い
。
大
儺
は
礼
儀
志
で
は
季
冬
十
二
月
の
条
に
こ
う
記
さ
れ
る
。

臘
に
先
ん
ず
る
こ
と
一
日
、
大
儺
し
、
之
を
逐
疫
と
謂
う
。
其
の
儀
、
中
黄
門
の
子
弟
の
年
十
歳
以
上
、
十
二
以
下
、
百
二
十
人
を

選
び
て

子
と
為
す
。
皆
な
赤
幘

製
し
、
大
鼗
を
執
る
。
方
相
氏
は
黄
金
四
目
、
熊
皮
を
蒙
り
、
玄
衣
朱
裳
、
戈
を
執
り
盾
を
揚

ぐ
。
十
二
獣
は
衣
毛
角
有
り
。
中
黄
門
は
之
を
行
り
、
冗
従
僕
射
は
之
を
将
い
、
以
て
悪
鬼
を
禁
中
に
逐
う
。
…
（
後
略
）

こ
の
大
儺
の
後
に
行
わ
れ
る
の
が
歳
末
の
饗
遣
故
衛
士
儀
で
あ
り
、
そ
の
際
に
は
礼
儀
志
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
に
饗
宴
と
作
楽
、
角
抵

百
戯
が
催
さ
れ
た
。

故
衛
士
を
饗
遣
す
る
の
儀
は
、
百
官
会
し
、
位
を
定
め
、
謁
者
は
節
を
持
し
故
衛
士
を
引
き
て
端
門
よ
り
入
る
。
衛
司
馬
は
幡
鉦
を

執
り
護
行
す
。
行
定
ま
り
、
侍
御
史
は
節
を
持
し
て
慰
労
し
、
詔
恩
を
以
て
疾
苦
す
る
所
を
問
い
、
其
の
章
奏
の
言
わ
ん
と
欲
す
る

所
を
受
く
。
饗
を
畢
う
れ
ば
作
楽
を
賜
い
、
観
る
に
角
抵
を
以
て
す
。
楽

れ
ば
罷
遣
し
、
勧
む
る
に
農
桑
を
以
て
す
。

そ
し
て
明
け
て
元
旦
、
元
会
の
儀
が
開
か
れ
る
。
そ
の
儀
式
次
第
を
礼
儀
志
は
次
の
よ
う
に
伝
え
、

馬
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毎
歳
首
の
正
月
、
大
朝
を
為
し
賀
を
受
く
。
其
の
儀
は
、
夜
漏
未
だ
尽
き
ざ
る
こ
と
七
刻
に
し
て
、
鍾
鳴
り
、
賀
を
受
く
。
及
び
贄

は
、
公
・
侯
は
璧
、
中
二
千
石
・
二
千
石
は
羔
、
千
石
・
六
百
石
は
鴈
、
四
百
石
以
下
は
雉
。
百
官
は
正
月
を
賀
す
。
二
千
石
以
上

は
殿
に
上
り
万
歳
を
称
し
、
觴
を
御
座
の
前
に
挙
ぐ
。
司
空
は
羹
を
奉
り
、
大
司
農
は
飯
を
奉
り
、
食
挙
の
楽
を
奏
す
。
百
官
は
錫

を
受
け
宴
饗
し
、
大
い
に
楽
を
作
す
。

さ
ら
に
劉
昭
注
に
引
く
蔡
質
『
漢
儀
』（
正
確
に
は
『
漢
官
典
職
儀
式
選
用
』）
は
詳
細
を
次
の
よ
う
に
記
す
。

正
月
旦
、
天
子
は
徳
陽
殿
に
幸
し
、
軒
に
臨
む
。
公
・
卿
・
将
・
大
夫
・
百
官
は
各
の
陪
位
し
て
朝
賀
す
。
蛮
・
貊
・
胡
・
羌
の
朝

貢
畢
れ
ば
、
属
郡
の
計
吏
を
見
、
皆
な
陛
覲
、
庭
燎
す
。
宗
室
の
諸
劉
は
親
し
く
会
し
、
万
人
以
上
、
立
ち
て
西
面
す
。
位
既
に
定

ま
れ
ば
、
寿
を
上
る
。
群
計
吏
は
中
庭
に
北
面
し
て
立
ち
、
太
官
は
食
を
上
り
、
群
臣
に
酒
食
を
賜
い
、
西
よ
り
入
り
東
よ
り
出

づ
。
御
史
四
人
は
法
を
殿
下
に
執
り
、
虎
賁
・
羽
林
は
弓
を
張
り
矢
を
挟
み
、
左
右
に
陛
戟
し
、
戎
頭
は
偪
脛
し
て
前
に
陪
い
後
に

向
い
、
左
右
中
郎
将
は
東
南
に
位
し
、
羽
林
・
虎
賁
将
は
東
北
に
位
し
、
五
官
将
は
中
央
に
位
し
、
悉
く
坐
し
て
賜
に
就
く
。
九
賓

の
散
楽
を
作
す
。
舎
利
獣
は
西
方
よ
り
来
た
り
、
庭
極
に
戯
し
、
乃
ち
畢
く
殿
前
に
入
り
、
水
を
激
え
て
化
し
て
比
目
魚
と
為
り
、

跳
躍
し
て
水
を
嗽
ぎ
、
霧
を
作
し
て
日
を

る
。
畢
れ
ば
化
し
て
黄
龍
と
成
る
、
長
は
八
丈
、
水
を
出
で
庭
に
遨
戯
し
、
日
光
を
炫

耀
す
。
両
大
糸
縄
を
以
て
両
柱
の
間
に
繋
ぎ
、
相
い
去
る
こ
と
数
丈
、
両
倡
女
は
対
舞
し
、
縄
上
を
行
き
、
対
面
し
て
道
に
逢
え

ば
、
切
肩
し
て
傾
か
ず
、
又
た
蹋
局
し
て
身
を
出
だ
し
、
形
を
斗
中
に
蔵
す
。
鍾
磬
並
び
に
作
り
、
倡
楽
畢
れ
ば
、
魚
龍
曼
延
を
作

す
。
小
黄
門
は
吹
く
こ
と
三
通
、
謁
者
は
公
卿
群
臣
を
引
き
次
を
以
て
拝
し
、
微
行
し
て
出
づ
れ
ば
罷
む
。
…
（
後
略
）

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
元
会
に
は
百
官
四
夷
が
来
同
し
、
酒
食
の
宴
が
開
か
れ
、
散
楽
が
奏
で
ら
れ
、
そ
し
て
瑞
獣
を
模
し
た
か
ぶ
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り
物
の
変
身
技
、
綱
渡
り
の
曲
芸
な
ど
の
百
戯
が
盛
大
に
催
さ
れ
た
。「
広
成
頌
」
に
お
け
る
饗
宴
、
作
楽
、
四
夷
来
貢
の
描
写
が
以
上

の
歳
末
の
饗
遣
故
衛
士
儀
か
ら
元
旦
元
会
の
風
景
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
疑
い
な
い
。

「
広
成
頌
」
は
後
漢
に
お
け
る
秋
か
ら
冬
の
一
連
の
軍
事
的
儀
礼
と
、
続
く
初
春
に
お
け
る
天
下
来
同
の
嘉
礼
（
元
会
は
後
代
の
五
礼

で
は
嘉
礼
に
分
類
さ
れ
る
）
を
踏
ま
え
、
詩
的
装
飾
を
加
え
な
が
ら
そ
れ
ら
を
時
間
系
列
上
に
再
編
、
接
続
し
、
文
武
両
道
の
理
想
的
あ

り
方
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
天
子
田
猟
と
そ
れ
に
伴
っ
て
行
わ
れ
る
講
武
の
儀
礼
は
、
神
界
巡
幸
と
瑞
祥
の
現
出
に
よ
っ
て
神
聖
化
さ

れ
、
続
く
宗
廟
奉
献
と
論
功
班
賜
、
盛
大
な
饗
宴
が
天
子
と
兵
士
の
秩
序
を
確
認
し
、
楽
の
音
が
伝
え
る
天
子
の
徳
は
海
内
百
姓
よ
り
四

裔
に
到
る
天
下
の
和
同
を
も
た
ら
す
。
こ
う
し
て
田
猟
講
武
の
軍
事
儀
礼
は
、
天
子
の
徳
化
に
よ
っ
て
海
内
天
下
を
秩
序
づ
け
る
た
め
の

起
点
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に
は
西
羌
兵
乱
な
ど
の
外
患
、
皇
帝
権
威
の
衰
微
と
い
う
内
憂
に
対
す
る
馬
融
の

危
機
意
識
、
ま
た
東
観
校
書
の
中
で
培
っ
た
だ
ろ
う
国
家
の
典
制
へ
の
思
念
が
│
王
朝
が
衰
亡
に
向
か
い
つ
つ
あ
れ
ば
こ
そ
│
あ
っ
た
に

違
い
な
い
。

注⑴

池
田
秀
三
「
馬
融
私
論
」（『
東
方
学
報
』
五
二
、
一
九
八
〇
年
）、
蒋
暁
光
「《
広
成
頌
》
与
東
漢
礼
制
及
賦
体
文
学
的
変
遷
」（『
文
史
哲
』
二
〇

二
一
│
二
）。

⑵
「
広
成
頌
」
の
尚
武
主
義
に
つ
い
て
は
、
先
掲
蒋
氏
論
文
が
当
時
の
鄧
太
后
専
権
な
ら
び
に
西
羌
反
乱
と
の
関
係
で
論
じ
て
い
る
。
本
稿
の
指
摘

も
一
部
に
蒋
氏
の
所
論
と
重
複
す
る
所
が
あ
る
こ
と
を
諒
承
さ
れ
た
い
。

⑶

池
田
氏
先
掲
論
文
、
お
よ
び
呉
従
祥
『
馬
融
年
譜
』（
黄
山
書
社
、
二
〇
一
九
年
）。

⑷

拙
稿
「
胡
広
『
漢
官
解
詁
』
の
編
纂
│
そ
の
経
緯
と
構
想
│
」（『
史
林
』
八
六
│
四
、
二
〇
〇
三
年
、
の
ち
拙
著
『
漢
六
朝
時
代
の
制
度
と
文
化

・
社
会
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
二
一
年
に
再
収
）。

⑸
『
長
沙
五
一
広
場
東
漢
簡
牘
』（
中
西
書
局
、
二
〇
一
八
年
）2010

C
W
J
1

③：
201-21,22

簡
。
釈
文
の
掲
載
は
省
略
す
る
。

⑹

饗
遣
故
衛
士
儀
に
つ
い
て
は
志
野
敏
夫
「
漢
の
衛
士
と
「
饗
遣
故
衛
士
儀
」」（『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
別
冊
第
十
一
集
、
哲
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学
・
史
学
編
、
一
九
八
四
年
）
参
照
。

⑺

大
室
幹
雄
『
劇
場
都
市

古
代
中
国
の
世
界
像
』（
三
省
堂
、
一
九
八
一
年
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
に
再
収
）。

⑻

注
⑷
先
掲
論
文
。

⑼

拙
稿
「
後
漢
時
代
の
軍
事
思
想
に
関
す
る
管
見
」（『
関
西
学
院
史
学
』
四
八
、
二
〇
二
一
年
）。

⑽

漢
唐
の
元
会
儀
に
つ
い
て
は
渡
辺
信
一
郎
『
天
空
の
玉
座

中
国
古
代
帝
国
の
朝
政
と
儀
礼
』（
柏
書
房
、
一
九
九
六
年
）
参
照
。

⑾

後
漢
の
乗
之
と

劉
の
礼
に
つ
い
て
はD

erk
B
odde,

F
estivals

in
C
lassical

C
h
in
a,
P
riceton

U
n
iv.
P
ress,

1975

、
志
野
敏
夫
「
漢

の
都
試
│
材
官
・
騎
士
に
つ
い
て
の
再
検
討
│
」（『
東
方
学
』
八
九
、
一
九
九
五
年
）
に
詳
し
い
。

本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
Ｂ
「
中
国
古
代
軍
事
史
の
多
角
的
検
討
│
「
公
認
さ
れ
た
暴
力
」
の
あ
り
か
」（
研
究
代
表
者：

宮

宅
潔
、
課
題
番
号
一
九
Ｈ
〇
一
三
一
八
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

│
│
文
学
部
教
授
│
│

馬
融
「
広
成
頌
」
と
後
漢
の
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猟
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軍
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