
図版一　呉氏蔵韓朋画象石（右石３層）



図版一　呉氏蔵韓朋画象石（右石３層）



図版一ｂ　呉氏蔵韓朋画象石（左右全石）



図版二　2* 浙江省文物考古研究所蔵宋王貞夫銘画象鏡
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図版二ｂ　イ、ニ、ホ、ヘ

ニ、梁伯（宋王）、韓朋を傷付ける

ホ、韓朋、囚徒として馬を飼う

イ、宋王、貞夫を得たいと願う

ヘ、貞夫、韓朋に矢文を射る



 ヘ
図版三　3* 孔震氏蔵貞夫銘画象鏡



図版三ｂ　ヘ

ヘ、貞夫、韓朋に矢文を射る



図版四　4* 孔震氏蔵宋王皇后銘画象鏡
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図
版
四
ｂ　

イ
、
ロ
、
ハ

イ、宋王、貞夫を得たいと願う

ハ、宋王、貞夫を皇后とする

ロ、梁伯、貞夫を迎える



図版五　５周暁剛氏蔵無銘貞夫画象鏡
ヘ



図版五ｂ　ヘ

ヘ、貞夫、韓朋に矢文を射る



図版六　６—９

６　後漢武氏祠画象石

７　泰安大汶口後漢画象石

８　嘉祥南武山後漢画象石

９　嘉祥宋山二号墓石祠



図版七　10—13

10　嘉祥宋山三号墓石祠

11　松永美術館蔵後漢画象石

12*　南武陽功曹闕東闕

13*　山東東平石馬荘後漢画象石



図版八　14—18

15　莒県後漢画象石

16　嘉祥洪山村後漢画象石

17　嘉祥紙坊鎮後漢画象石

18　孝堂山石祠

14　

楡
林
横
山
後
漢
画
象
石



図版九　19、20

19　ボストン美術館蔵洛陽八里台前漢壁画

20　魏曹操高陵出土画象石

‒b　「宋王車」榜題断片
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敦
煌
出
土
の
変
文
︑
韓
朋
賦
が
曾
我
物
語
と
深
く
関
わ
る
こ
と
は
︑
早
く

昭
和
三
十
五
（
一
九
六
〇
（
年
に
早
川
光
三
郎
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
︑

以
後
少
し
ず
つ
研
究
の
進
展
を
見
つ
つ
も
︑
変
文
（
賦
（
と
軍
記
物
語
と
の

関
係
は
︑
長
ら
く
謎
の
ま
ま
で
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
世
紀
の
変
わ
る
辺
り

か
ら
︑
前
漢
に
溯
る
漢
簡
の
発
見
や
︑
榜
題
（
題
記
（
を
伴
う
画
象
鏡
︑
画

象
石
の
出
現
が
相
次
ぎ
︑
ま
た
︑
変
文
（
賦
（
の
敦
煌
に
留
ま
ら
ず
︑
中
国

全
土
に
伝
播
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
資
料
（
北
戸
録
︑
崔
亀
図
注
（
が
報
告

さ
れ
る
な
ど
︑
二
十
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
韓
朋
物
語
を
め
ぐ
る
研
究
環
境

は
︑
一
変
し
た
︒
小
稿
は
︑
新
出
呉
氏
蔵
韓
朋
画
象
石
を
世
界
に
先
駆
け
て

紹
介
す
る
と
共
に
︑
そ
の
よ
う
な
最
新
の
成
果
を
踏
ま
え
て
︑
こ
れ
ま
で
に

知
ら
れ
る
遺
品
資
料
十
九
点
（
銅
鏡
四
︑
画
象
石
十
五
（
と
の
比
較
︑
対
照

を
通
じ
︑
新
出
呉
氏
蔵
韓
朋
画
象
石
の
学
術
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
も
の

で
あ
る
︒
な
お
小
稿
は
︑
同
題
の
論
文
（『
京
都
語
文
』
（₈
︑
令
和
二
︿
二
〇

二
〇
﹀
年
十
一
月
所
収
（
一—

七
章
か
ら
続
く
︑
後
半
部
の
八—

十
章
に
該

当
し
︑
是
非
併
読
を
乞
う
︒

キ
ー
ワ
ー
ド 

呉
氏
蔵
韓
朋
画
象
石
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韓
朋
物
語
の
起
源
は
︑
驚
く
べ
き
古
さ
を
持
つ
が
︑
一
方
︑
そ
の
物
語
の
生
命

が
絶
え
て
し
ま
っ
た
訳
で
は
な
い
︒
そ
の
こ
と
を
示
す
の
が
︑
澤
田
瑞
穂
氏
に
よ

る
名
論
文
「
連
理
樹
記
」
で
あ
り（（
（

︑
韓
朋
物
語
研
究
者
に
と
っ
て
︑
必
見
の
先
行

業
績
と
な
っ
て
い
る
︒
特
に
現
代
中
国
に
お
い
て
︑
南
方
地
方
に
な
お
残
る
︑
そ

の
物
語
を
博
捜
さ
れ
た
仕
事
は
︑
特
筆
に
値
す
る
︒
澤
田
氏
の
仕
事
を
継
承
し
︑

さ
ら
に
拡
充
︑
深
化
さ
せ
る
こ
と
は
︑
二
十
一
世
紀
に
生
き
る
私
共
の
義
務
で
あ

る
︒
そ
れ
に
留
ま
ら
ず
︑
長
い
歴
史
を
背
景
と
す
る
比
翼
連
理
の
内
容
を
的
確
に

概
観
し
︑
そ
の
上
に
韓
朋
物
語
の
文
学
史
を
構
築
さ
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
は
︑
不

朽
の
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
近
年
目
を
瞠
る
展
開
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
︑

そ
の
物
語
の
資
料
評
価
を
め
ぐ
り
︑
澤
田
氏
に
よ
る
後
者
の
構
想
に
は
︑
何
点
か

の
訂
正
が
必
須
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
︑
事
実
で
あ
る
︒
小
稿
は
︑
氏
の
業

績
を
継
承
す
べ
く
︑
そ
れ
ら
の
修
正
を
試
み
つ
つ
︑
氏
の
業
績
を
紹
介
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
︒

　

さ
て
︑
例
え
ば
澤
田
氏
が
比
翼
に
つ
い
て

比
翼
鳥
と
は
元
来
は
空
想
上
の
鳥
で
︑
雌
雄
と
も
に
一
目
一
翼
で
︑
つ
ね
に

翼
を
並
べ
て
一
体
と
な
っ
て
飛
ぶ
と
い
わ
れ
る
︙
︙
と
に
か
く
一
身
両
首
の

異
鳥
で
︑
雌
雄
一
体
で
な
け
れ
ば
飛
ば
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
一
心
同
体

の
夫
婦
に
喩
え
た
（
５
︑
６
頁
（

ま
た
︑
連
理
に
関
し
︑

連
理
木
ま
た
は
連
理
樹
は
︑
根
幹
を
異
に
す
る
二
株
の
樹
木
が
上
部
で
相
接

合
し
て
一
本
の
樹
木
の
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
︑
植
物
界
で
は
し
ば
し
ば
見

ら
れ
る
現
象
で
あ
る
︒
樹
木
の
種
類
は
一
定
し
な
い
︙
︙
そ
の
珍
木
で
あ
る

の
を
見
て
︑
や
が
て
は
陰
陽
の
和
合
と
か
君
臣
親
睦
の
象
と
か
の
意
味
を
附

与
し
て
詩
賦
類
に
も
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
︙
︙
さ
ら
に
そ
れ
を
男
女
抱
擁

の
姿
態
の
よ
う
に
類
比
し
て
ゆ
く
と
比
翼
と
一
対
の
語
に
も
な
る
（
６
頁
（

と
︑
資
料
と
共
に
定
義
さ
れ
た
こ
と
は
︑
甚
だ
明
瞭
で
（
連
理
の
理
は
︑
木
目
の

意
（︑
付
け
加
え
る
べ
き
も
の
が
な
い
が
︑
そ
こ
に
上
げ
ら
れ
た
水
経
注
連
理
樹

の
内
容
は
︑
極
め
て
興
味
深
い
も
の
な
の
で
︑
ま
ず
そ
の
こ
と
か
ら
述
べ
て
み
た

い
︒

　

拾
遺
和
歌
集
六
別
︑
₃₂₅
の
読
み
人
知
ら
ず
歌
に
︑

別
る
ゝ
を
お
し
と
ぞ
思
つ
る
木
は
の
身
を
よ
り
く
だ
く
心
地
の
み
し
て

と
あ
る
所
か
ら
︑
韓
朋
物
語
の
日
本
伝
来
は
︑
十
一
世
紀
初
頭
を
遥
か
に
溯
る
で

あ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
当
歌
に
は
︑
件
の
鴛お

鴦し

の
剣つ
る

羽ぎ
ば

が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
︑

そ
の
物
語
は
︑
例
え
ば
捜
神
記
に
見
え
る
よ
う
な
話
で
は
あ
り
得
ず
︑
後
世
の
も

の
な
が
ら
例
え
ば
曾
我
物
語
に
見
え
て
い
る
よ
う
な
そ
れ
─
即
ち
︑
変
文

（
賦
（
の
そ
れ
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
疑
う
余
地
が
な
い
︒
だ
か
ら
︑
当
歌
が
表
わ

そ
う
と
し
て
い
る
内
容
は
︑
徒た
だ

事ご
と

─
通
常
の
恋
の
別
れ
の
痛
み
な
ど
で
は
あ
り

得
ず
︑
ま
ず
当
歌
の
背
景
と
す
る
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
も
の
は
︑
そ
の
物

語
か
ら
由
来
す
る
︑
生
死
の
賭
か
る
血
腥
い
男
二
人
︑
女
一
人
の
三
角
関
係
で
あ

る
と
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
︒
ま
た
︑
そ
の
関
係
の
結
末
に
は
︑
一
人
の
男
の

首
が
斬
り
落
と
さ
れ
る
︑
大
団
円
が
控
え
て
い
る
点
も
解
釈
上
︑
必
ず
予
想
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
と
こ
ろ
で
︑
鴛
鴦
の
剣
羽
が
ま
ず
歌
語
と
し
て
出
発

し
な
が
ら
︑
程
な
く
姿
を
消
し
て
し
ま
う
経
緯
か
ら
考
え
て
︑
当
歌
は
こ
れ
ま
で
︑

正
確
に
解
釈
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
当
歌
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
そ
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の
鴛
鴦
の
剣
羽
の
句
義
を
始
め
と
し
て
︑
色
々
と
不
審
な
点
が
目
に
付
く
の
だ
が
︑

私
が
取
り
分
け
訝
し
く
思
う
の
は
︑
当
歌
に
お
け
る
「（
鴛
鴦
の
剣
羽
の
（
身
を

よ
り
く
だ
く
心
地
の
み
し
て
」
と
あ
る
︑「
身
を
よ
り
く
だ
く
」
と
い
う
句
の
意

味
で
あ
る
︒
例
え
ば
新
大
系
の
小
町
谷
照
彦
氏
に
よ
る
解
釈
は
︑「
剣
の
刃
が
身

を
よ
じ
り
砕
く
よ
う
な
気
持
ば
か
り
が
し
て
」
と
さ
れ
る
も
の
だ
が
（
小
町
谷
氏

は
ま
た
︑「
よ
り
く
だ
く
」
を
︑「
縒
り
砕
く
︒
よ
じ
り
砕
く
」
と
注
さ
れ
た
（︑
捩よ
じ

る
は
︑
ね
じ
る
こ
と
な
の
で
︑
鴛
鴦
の
剣
羽
─
「
王
の
首
を
切
事
」（
匠
材
集
（

と
は
︑
イ
メ
ー
ジ
が
重
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
拾
遺
集
歌
の
「
身
を
」

は
︑
水み

脈お

（
澪
（
で
あ
ろ
う
と
い
う
︑
一
案
を
提
示
し
て
お
き
た
い
︒「
み
を
」

（
水
脈
︑
澪
（
は
︑
海
や
川
の
船
の
通
る
水
路
を
原
義
と
す
る
語
で
︑
万
葉
集
以

来
の
歌
語
で
も
あ
る
が
︑
韓
朋
物
語
に
は
︑
そ
の
水み

脈お

が
相
思
樹
に
関
連
す
る
︑

重
要
な
場
面
に
見
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
ま
ず
変
文
（
賦
（
の
本
文
か
ら
そ
の

箇
所
を
確
認
し
て
お
く
な
ら
︑
そ
れ
は
︑
貞
夫
が
韓
朋
の
墓
穴
へ
投
身
し
︑
宋
王

が
そ
こ
を
掘
っ
て
彼
女
の
遺
骸
を
探
さ
せ
た
所
︑
青
白
二
つ
の
石
し
か
見
付
か
ら

な
か
っ
た
と
い
う
記
述
に
続
く
︑
次
の
部
分
で
あ
る
︒

宋
王
覩
之
︑
青
石
埋
於
道
東
︑
白
石
埋
於
道
西
︒
道
東
生
於
桂
樹
︑
道
西
生

於
梧
桐
︒
枝
枝
相
当
︑
葉
葉
相
籠
︑
根
下
相
連
︑
下
有
流
泉
︑
絶
道
不
通

ま
た
︑
無
名
詩
集
（
北
戸
録
崔
亀
図
注
所
引
（
の
同
箇
所
に
は
︑
次
の
よ
う
に
あ

る
︒

宋
王
怪
之
︑
分
張
其
双
︒
青
石
埋
於
道
西
︑
白
石
埋
於
道
東
︒
道
東
生
桂
樹
︑

道
西
生
梧
桐
︒
上
枝
相
連
︑
下
枝
相
通
︒
枝
枝
相
交
︑
葉
葉
相
蒙
︒
下
有
清

流
之
水
︑
断
道
不
（
通　

（
葉
落
︑
両
両
成
双
︒
従
明
至
暮
︑
悲
鳴
嗈
嗈

私
に
は
︑
右
の
─
線
部
「
下
有
流
泉
」（「
下
有
清
流
之
水
」（
と
あ
る
こ
と
︑
即

ち
︑「
流
泉
」（「
清
流
之
水
」（
と
二
種
の
樹
︑
ま
た
︑
そ
れ
が
「
絶
道
不
通
」（「
断

道
不
（
通　

（（」
と
あ
る
道
と
の
関
係
が
︑
今
一
つ
よ
く
分
か
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
澤
田
氏
の
引
用
さ
れ
た
水
経
注
七
済
水
「
東
出
過
滎
沢
北
」

注
の
次
の
記
述
を
読
む
と
︑
上
掲
変
文
（
賦
（
の
言
わ
ん
と
す
る
所
が
極
め
て
よ

く
理
解
出
来
る
︒
水
経
注
の
本
文
を
示
せ
ば
︑
次
の
通
り
で
あ
る
︒

水
出
西
渓
東
流
︑
水
上
有
連
理
樹
︑
其
樹
柞
櫟
也
︒
南
北
対
生
︑
凌
空
交
合
︑

渓
水
歴
二
樹
之
間
︑
東
流
注
于
魚
水

こ
の
連
理
樹
は
︑
柞さ
く

櫟れ
き

（
く
ぬ
ぎ
（
で
あ
る
が
︑
北
魏
の
酈
道
元
（
₄₆₆
又
は
︑
₄₇₂

—

₅₂₇
（
が
実
見
し
た
も
の
と
思
わ
れ
︑
記
述
が
非
常
に
具
体
的
で
あ
る
︒
そ
れ
に

よ
る
と
︑
西
渓
か
ら
東
に
流
れ
る
川
の
上ほ

と
りに
︑
柞く
ぬ
ぎ櫟
の
連
理
樹
が
あ
っ
て
︑
そ
の

連
理
樹
は
︑
南
北
に
向
か
い
合
っ
て
生
え
︑
空
高
く
合
体
し
て
い
て
︑
そ
の
二
本

の
樹
の
間
を
一
本
の
谷
川
が
東
へ
流
れ
て
ゆ
き
︑
魚
水
に
注
い
で
い
る
と
言
う
︒

こ
れ
を
上
記
変
文
（
賦
（
に
重
ね
合
わ
せ
る
と
︑
変
文
（
賦
（
で
は
︑
道
の
東
に

桂
樹
（
白
石
（︑
道
の
西
に
梧
桐
（
青
石
（
が
生
え
た
と
あ
る
か
ら
（
無
名
詩
集
で

は
︑
青
白
の
二
石
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
（︑
そ
の
二
樹
は
︑
東
西
に
向
き
合
っ

て
い
る
こ
と
に
な
り
︑
南
北
に
向
き
合
う
水
経
注
の
方
角
を
︑
反
時
計
回
り
に
九

十
度
ず
ら
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
変
文
（
賦
（
に
言
う
「
流
泉
」

（
無
名
詩
集
「
清
流
之
水
」（
は
︑
水
経
注
に
従
え
ば
︑
東
西
二
樹
の
間
を
︑
流
れ

る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
図
一
は
︑
水
経
注
と
変
文
（
賦
（
に
言
う
︑

連
理
樹
と
水
脈
（
み
お
（
の
関
係
を
︑
概
念
図
化
し
て
み
た
も
の
で
あ
る
︒
水
経

注
か
ら
判
明
し
た
こ
と
は
︑
も
う
一
つ
あ
っ
て
︑
そ
れ
が
図
一
に
示
し
た
道
で
あ

る
︒
変
文
に
「
絶
道
不
通
」
と
あ
る
か
ら
（
無
名
詩
集
「
断
道
不
（
通　

（」（︑
水

脈
は
︑
道
を
横
切
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
そ
の
道
は
︑
南
北
の
水
脈
と
直
交



四

韓
朋
溯
源
㈡
（
黒
田　

彰
（

す
る
︑
東
西
に
伸
び
る
道
以
外
に
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
︒
韓
朋
物
語
に
登
場
す

る
水
脈
は
︑
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
︒

　

韓
朋
物
語
に
お
い
て
︑
水
脈
は
︑
私
達
の
予
想
を
超
え
る
︑
重
要
な
意
味
を
持

っ
て
い
た
ら
し
い
︒
例
え
ば
変
文
（
賦
（
に
お
け
る
「
流
泉
」
は
︑
宋
王
に
対
し

て
︑
梁
伯
が
︑
そ
れ
を
「
是
其
涙
也
」
と
謎
解
き
し
て
い
る
し
︑
或
い
は
︑
捜
神

記
の
相
思
樹
（
連
理
樹
（
に
は
︑
水
脈
の
記
述
が
見
え
な
い
の
で
一
見
︑
捜
神
記

は
︑
そ
れ
を
記
さ
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
︑
捜
神
記
に
唯
一
録
さ
れ
る
︑
何
氏
の

「
其
雨
淫
淫
︑
河
大
水
深
︑
日
出
当
心
」
の
︑
雨
が
ま
ず
水
に
関
わ
る
し
︑
何
よ

り
「
河
大
水
深
」
は
︑
水
脈
に
外
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
れ
が
変
文
（
賦
（
の
水

脈
と
関
わ
る
こ
と
は
︑
宋
王
に
対
し
て
下
臣
の
蘇
賀
（
変
文
︿
賦
﹀
に
お
け
る
梁

伯
に
当
た
る
人
物
（
が
︑「
不
得
往
来
也
」
と
謎
解
き
し
て
い
る
こ
と
か
ら
分
か

る
よ
う
に
︑「
絶
道
不
通
」
変
文
︿
賦
﹀︒
無
名
詩
集
「
断
道
不
︿
通　

﹀」
と
全
く

同
じ
こ
と
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
︑
捜
神
記
の
「
其
雨
淫
淫
」
歌
は
︑
死
が
決
意
さ

れ
（「
心
有
死
志
」（︑
直
後
に
韓
憑
が
自
殺
し
て
い
る
歌
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
当

歌
は
︑
変
文
（
賦
（
の
⑤
貞
夫
が
矢
に
付
け
て
放
っ
た
歌
「
天
雨
霖
霖
︑
魚
有
池

中
︑
大
鼓
無
声
︑
小
鼓
無
音
」
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
り
（
雨
︑
魚
︑
池
が
水
と

関
わ
る
（︑
そ
の
こ
と
は
︑
や
は
り
直
後
に
韓
朋
が
死
ん
で
い
る
（
変
文
︿
賦
﹀
に
︑

「
朋
得
此
書
︑
便
即
自
死
」
と
言
う
︒
な
お
当
歌
は
︑
朋
の
死
体
か
ら
回
収
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
︿
変
文
（
賦
（
の
梁
伯
の
言
に
︑「
唯
有
三
寸
素
書
︑
繫
在
朋
頭

下
」
と
言
う
﹀（
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
注
意
す
べ
き
は
︑
宋
王

に
対
し
て
梁
伯
が
︑「
天
雨
霖
霖
是
其
涙
」
と
謎
解
き
し
て
い
る
点
で
︑
捜
神
記

の
「
其
雨
淫
淫
」
も
涙
の
こ
と
と
解
釈
さ
れ
る
︒
捜
神
記
と
変
文
（
賦
（
に
お
け

る
両
歌
は
︑
作
者
が
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
こ
と
を
除
け
ば
︑
文
辞
も
︑
作
中
の
位
置

も
︑
謎
解
き
す
る
人
物
も
全
て
異
な
っ
て
い
る
が
︑
韓
朋
物
語
を
溯
れ
ば
本
来
︑

同
じ
も
の
が
後
に
分
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

変
文
（
賦
（
に
よ
れ
ば
︑
宋
王
は
︑
二
樹
を
伐
っ
て
し
ま
う
が
︑
切
口
か
ら
血

が
三
日
三
晩
流
れ
続
け
︑
そ
こ
に
二
札
が
落
ち
る
と
（
札
は
︑
未
詳
（︑
そ
れ
が
二

羽
の
鴛
鴦
と
な
っ
た
と
あ
る
︒
お
そ
ら
く
そ
の
血
も
︑
涙
の
川
で
あ
る
水
脈
に
流

れ
込
ん
だ
に
違
い
な
い
（
血
涙
の
語
も
あ
る
（︒
二
羽
の
鴛
鴦
は
︑
や
が
て
故
郷

へ
と
飛
び
去
り
︑
後
に
残
さ
れ
た
︑
一
本
の
美
し
い
羽
こ
そ
が
︑
問
題
の
剣
羽
で

あ
っ
た
︒
物
語
を
大
団
円
の
水
脈
か
ら
か
く
眺
め
る
時
︑
拾
遺
集
当
歌
に
お
け
る

「
つ
る
木
は
の
身
を
よ
り
く
だ
く
」
は
︑「
剣つ
る

羽ぎ
ば

の
水み

脈お

よ
り
斬く
だ

く
」
で
あ
ろ
う

と
解
釈
さ
れ
る
︒
斬
の
字
に
︑
く
だ
く
の
訓
を
当
て
る
こ
と
は
︑
早
く
地
蔵
十
輪

経
巻
一
元
慶
七
（
八
八
三
（
年
点
に
（
東
大
寺
図
書
館
蔵
（︑
そ
の
例
を
見
る
こ
と

が
出
来
る（（
（

︒
く
だ
く
は
普
通
︑
物
を
小
さ
く
し
て
ゆ
く
こ
と
を
言
う
が
︑
こ
こ
は
︑

連理樹

変文(賦)

北

N

図一　連理樹と水脈（みお）
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断
ち
切
る
意
で
あ
ろ
う
︒
物
を
砕
く
最
初
の
一
撃
は
︑
ま
ず
二
つ
に
な
る
こ
と
が

多
い
こ
と
か
ら
︑
言
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
す
る
と
︑
そ
の
く
だ
く
は
当
然
︑

鴛
鴦
の
剣
羽
が
最
後
に
︑
宋
王
の
首
を
切
り
落
と
し
た
こ
と
を
︑
言
っ
て
い
る
に

違
い
な
い
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
拾
遺
歌
の
作
者
は
︑
ヒ
ー
ロ
ー
と
ヒ
ロ
イ
ン
が
と

も
に
死
ん
で
連
理
樹
と
な
り
︑
二
人
の
流
し
た
涙
が
川
（
水み

脈お

（
と
な
っ
て
二
樹

の
間
を
流
れ
る
情
景
か
ら
始
ま
り
︑
宋
王
の
斬
首
で
終
わ
る
︑
韓
朋
物
語
の
大
団

円
─
鴛
鴦
の
剣
羽
の
由
来
を
熟
知
し
て
い
て
︑
そ
れ
を
当
歌
に
詠
み
込
ん
だ
も

の
と
考
え
ら
れ
る
︒
だ
か
ら
︑
そ
の
「
心
地
の
み
し
て
」
と
は
︑
想
い
合
う
二
人

も
死
に
︑
二
人
を
別
離
に
追
い
込
ん
だ
高
位
者
も
死
ぬ
と
い
う
︑
極
め
て
暗
い
行

末
を
予
想
し
た
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
︒
拾
遺
集
の
頃
︑
韓
朋
の
物
語
が
既
に
知
ら

れ
︑
水み

脈お

の
語
が
そ
の
ヒ
ー
ロ
ー
︑
ヒ
ロ
イ
ン
の
別
離
の
涙
の
象
徴
と
し
て
理
解

さ
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
︑
水み

脈お

に
関
連
し
て
も
う
一
首
︑
と
て
も
気
に
な
る

歌
が
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
源
氏
物
語
の
須
磨
に
見
え
る
︑
光
源
氏
の
︑

逢
瀬
な
き
涙
の
川
に
し
づ
み
し
や
流
る
ゝ
み
を
の
は
じ
め
な
り
け
ん

と
い
う
歌
で
あ
る
︒
紫
式
部
が
も
し
︑
韓
朋
の
物
語
を
知
っ
て
い
た
と
し
た
ら
︑

こ
の
歌
の
解
釈
は
︑
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
大
方
の
教
示
を
乞
い
た
い
︒

　

と
こ
ろ
で
︑
澤
田
瑞
穂
氏
が
博
捜
さ
れ
た
︑
韓
朋
物
語
に
型
を
借
り
る
︑
現
代

中
国
の
民
権
伝
承
に
お
い
て
も
︑
水
と
関
わ
る
も
の
が
複
数
存
す
る
︒
澤
田
氏
は

所
謂
︑
民
俗
学
の
方
法
を
使
っ
て
︑
現
在
に
な
お
生
き
続
け
て
い
る
︑
韓
朋
物
語

の
末
裔
と
も
言
う
べ
き
︑
貴
重
な
民
間
の
昔
話
を
報
告
さ
れ
た
︒
そ
の
数
は
︑
１

福
建
の
「
連
理
塚
」
と
呼
ば
れ
る
伝
説
（
四
章
（︑
２
上
海
の
青
籐
樹
の
物
語
（
六

章
︒
ヒ
ロ
イ
ン
を
貞
姑
と
す
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
（︑
３
チ
ベ
ッ
ト
の
「
情
人
」

と
題
さ
れ
る
伝
承
︑
４
貴
州
省
の
彝い

族ぞ
く

の
伝
え
る
「
一
双
彩
虹
（
め
お
と
の
虹
（」

と
い
う
説
話
︑
５
彝
族
の
支
系
に
当
た
る
︑
雲
南
の
撒さ

尼に

族ぞ
く

の
伝
え
る
「
彩
虹
」

と
い
う
説
話
︑
６
漢
族
の
伝
承
と
し
て
の
『
薈
蕞
編
』
十
九
「
鮑
烈
女
」
の
話

（
七
章
（
な
ど
︑
六
話
に
及
ぶ
︒
中
で
︑
２
は
︑
敵
役
が
ヒ
ー
ロ
ー
の
死
骸
を
川

に
投
げ
込
ま
せ
る
こ
と
を
始
め
︑
そ
の
大
団
円
は
︑
川
と
深
く
関
わ
っ
て
展
開
す

る
︒
ま
た
︑
３
は
︑
ヒ
ー
ロ
ー
と
ヒ
ロ
イ
ン
が
川
を
隔
て
て
住
む
設
定
と
な
っ
て

お
り
︑
両
岸
に
分
葬
さ
れ
た
彼
等
の
遺
骨
か
ら
は
︑
二
樹
が
生
え
︑
そ
の
二
樹
の

枝
は
︑
川
を
越
え
て
連
理
樹
と
な
る
な
ど
︑
そ
の
大
団
円
は
︑
や
は
り
川
と
の
関

わ
り
が
深
い
︒
ま
た
︑
４
に
は
︑
川
は
登
場
し
な
い
が
︑
そ
の
代
わ
り
に
︑
ヒ
ー

ロ
ー
が
血
で
遺
書
を
認
め
た
り
︑
ヒ
ロ
イ
ン
が
衣
類
を
塩
水
に
浸
け
て
腐
ら
せ
︑

投
身
を
妨
げ
ら
れ
な
い
よ
う
に
準
備
し
た
り
し
て
い
る
し
︑
敵
役
が
連
理
樹
を
伐

る
と
血
が
迸
っ
て
い
て
︑
当
話
が
韓
朋
物
語
か
ら
出
た
こ
と
は
︑
疑
う
余
地
が
な

い
︒
そ
も
そ
も
４
と
５
は
︑
死
ん
だ
恋
人
達
が
︑
最
後
虹
と
化
す
話
な
の
で
︑
雨

が
前
提
と
な
っ
て
い
る
話
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
や
は
り
水
と
関
わ
る
も
の

と
も
捉
え
ら
れ
よ
う
︒
こ
こ
で
は
︑
澤
田
氏
の
報
告
さ
れ
た
諸
伝
承
の
細
部
に
立

ち
入
ら
な
い
が
︑
氏
の
研
究
は
︑
韓
朋
物
語
が
現
在
な
お
民
間
に
息
衝
い
て
い
る

こ
と
の
証
と
な
っ
て
お
り
︑
韓
朋
物
語
の
学
術
的
意
義
を
闡
明
す
る
上
で
︑
不
可

欠
の
領
域
で
あ
る
こ
と
が
確
か
で
あ
る
︒
な
お
今
後
の
さ
ら
な
る
類
話
の
博
捜
と

整
理
が
︑
切
に
待
た
れ
る
の
で
あ
る
︒

　

日
本
の
伝
承
に
お
い
て
も
︑
韓
朋
物
語
は
︑
水
と
の
関
係
が
深
か
っ
た
︒
大
体
︑

国
会
本
朗
詠
注
の
展
開
の
舞
台
は
︑
貞
女
峡
で
あ
っ
た
し
︑
古
事
談
抜
書
は
︑
朗

詠
の
「
貞
女
峡
空
」
句
を
引
き
な
が
ら
も
︑
そ
れ
を
「
池
」
と
言
い
変
え
︑
女
訓

抄
は
︑
ヒ
ロ
イ
ン
を
「
て貞

女

い
ち
よ
」
と
称
し
つ
つ
︑
舞
台
を
「
か坑う
と
て
︑
山
に

ふ
か
き
井
有
」
な
ど
と
し
て
い
る
︒
そ
れ
ら
全
て
は
︑
貞
女
峡
か
ら
出
た
も
の
と
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考
え
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
峡
は
︑
山
と
山
の
合
間
を
流
れ
る
急

流
の
こ
と
だ
か
ら
︑
水
脈
の
一
と
考
え
て
良
い
︒
と
こ
ろ
で
︑
現
在
確
認
出
来
る
︑

貞
女
峡
の
古
伝
承
は
秦
の
時
代
︑
こ
こ
に
螺に
な

を
取
り
に
来
た
女
人
が
石
と
化
し
た

と
い
う
も
の
で
︑
そ
の
石
が
貞
女
で
あ
る
と
い
う
︑
劉
宋
の
王
韶
之
撰
︑
始
興
記

な
ど
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
︒
参
考
ま
で
に
︑
そ
の
本
文
を
示
せ
ば
︑
次
の
通
り

で
あ
る
（
芸
文
類
聚
六
所
引
に
よ
る
︒
他
に
同
九
十
七
︑
太
平
御
覧
五
十
三
︑
太

平
広
記
三
九
八
等
に
も
引
か
れ
る
︒
ま
た
︑
同
伝
承
が
捜
神
後
記
一
（（
︑
水
経
注

三
十
九
な
ど
に
も
見
え
る
（︒

王
韶
之
始
興
記
曰
︙
︙
中
宿
県
有
貞
女
峡
︒
峡
西
岸
水
際
︑
有
石
︑
如
人
形
︑

状
似
女
子
︒
是
曰
貞
女
︒
父
老
相
伝
︑
秦
世
有
女
数
人
︑
取
螺
於
此
︒
遇
風

雨
昼
昏
︑
而
一
女
化
為
此
石

そ
こ
に
︑
石
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
が
興
味
深
い
︒
石
︑
水
脈
（
峡
（
は
︑
韓
朋

物
語
の
大
団
円
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
要
素
で
あ
り
︑
そ
の
物
語
が
当
地
の
伝

説
と
し
て
再
生
す
る
際
に
︑
基
盤
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒

私
は
︑
古
く
当
地
が
韓
朋
物
語
を
そ
の
由
来
と
し
た
こ
と
が
あ
り
︑
そ
の
一
伝
が

朗
詠
注
に
書
き
留
め
ら
れ
た
も
の
と
推
測
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
伝
承
は
︑

早
く
に
滅
び
て
し
ま
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
こ
の
こ
と
は
︑
一

度
現
地
を
訪
れ
た
上
で
︑
別
の
機
会
に
報
告
し
た
く
思
う
︒

　

澤
田
論
文
に
は
︑
韓
朋
物
語
を
め
ぐ
る
︑
優
れ
た
資
料
概
説
が
含
ま
れ
て
い
る
︒

そ
れ
は
︑
一
九
八
〇
年
代
に
お
け
る
︑
最
高
の
解
説
で
あ
り
︑
当
時
か
ら
現
在
に

及
ぶ
︑
研
究
者
に
よ
る
そ
の
一
般
的
な
理
解
を
示
す
︑
典
型
と
も
言
え
る
も
の
で
︑

か
つ
て
の
私
も
澤
田
氏
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
し
︑
現
在
も
そ
の
よ
う
に
捉
え
て

い
る
学
者
は
︑
大
勢
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
二
十
一
世
紀
に
入
っ
て
︑

韓
朋
物
語
の
研
究
環
境
が
激
変
し
た
こ
と
は
︑
先
に
も
述
べ
た
︒
そ
こ
で
︑
澤
田

氏
の
文
言
を
借
り
て
︑
こ
れ
ま
で
の
資
料
の
捉
え
方
を
辿
る
と
共
に
︑
何
が
加
わ

り
︑
何
処
が
変
化
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
示
す
べ
く
︑
そ
こ
に
コ
メ
ン
ト
を
付

す
形
で
︑
現
段
階
に
お
け
る
そ
の
研
究
環
境
を
点
綴
し
て
み
た
い
︒
断
っ
て
お
く

が
︑
以
下
の
私
の
コ
メ
ン
ト
に
︑
澤
田
氏
を
批
判
す
る
意
図
は
︑
全
く
含
ま
れ
て

い
な
い
︒
飽
く
ま
で
一
九
八
〇
年
代
の
資
料
概
説
に
︑
二
〇
二
〇
年
代
の
最
新
情

報
を
突
き
合
わ
せ
て
み
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
︒
ま
ず
澤
田
氏
に
よ
る
︑
韓
朋
物

語
に
つ
い
て
の
資
料
説
明
を
︑
一
括
し
て
次
に
引
用
す
る
︒
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
て

い
る
事
柄
に
関
す
る
私
の
コ
メ
ン
ト
を
︑
一
︑
二
︙
︙
以
下
の
注
番
号
に
従
っ
て
︑

引
用
の
後
に
付
け
加
え
て
お
く
︒

こ
の
連
理
樹
お
よ
び
雌
雄
一
対
の
鳥
と
い
う
素
材
を
も
つ
相
思
相
愛
の
夫
婦

の
悲
劇
的
な
物
語
と
し
て
古
来
有
名
な
の
が
韓
憑
夫
婦
の
伝
説
で
あ
る
︒
韓

憑
は
ま
た
韓
馮
・
韓
朋
と
も
書
か
れ
る
︒
古
音
で
は
相
通
じ
た
か
︑
も
し
く

は
音
の
伝
訛
に
由
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
こ一

の
物
語
を
記
し
た
最
早
の
文
献
は

晋
・
干
宝
の
『
捜
神
記
』
で
あ
る
︹
中
略
︺
韓
憑
は
官
は
舎
人
と
も
大
夫
と

も
い
わ
れ
る
が
︑
と
に
か
く
戦
国
時
代
の
宋
国
の
人
で
︑
康
王
の
時
代
の
こ

と
だ
っ
た
と
い
う
︒
宋
は
紀
元
︹
前
︺
二
八
六
年
に
亡
ん
だ
︒
こ
の
物
語
に

は
︑
す
で
に
無
道
の
国
王
が
臣
下
の
愛
妻
を
奪
う
こ
と
︑
夫
婦
が
別
々
に
自

殺
す
る
こ
と
︑
特
に
妻
が
衣
裳
を
破
れ
や
す
く
し
て
お
い
て
高
い
台
か
ら
投

身
自
殺
を
す
る
こ
と
︑
王
が
わ
ざ
と
夫
婦
を
離
し
て
埋
葬
さ
せ
る
こ
と
︑
墓

に
は
連
理
木
と
鴛
鴦
鳥
が
出
現
す
る
こ
と
な
ど
の
諸
情
節
が
具
わ
っ
て
い
る
︒

宋
の
滅
亡
後
︑
約
六
百
年
を
経
て
︑
東
晋
時
代
に
至
っ
て
干
宝
に
よ
っ
て
記

さ
れ
た
頃
（
三
一
七—

三
二
五
（
に
は
「
今
睢
陽
有
韓
憑
城
︑
其
歌
謡
至
今
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第
一
〇
五
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
（

猶
存
」
と
あ
る
か
ら
︑
長
く
こ
の
地
に
古
跡
を
遺
し
て
口
碑
と
し
て
伝
わ
り
︑

そ
の
哀
史
は
歌
謡
（
叙
事
詩
か
（
と
し
て
流
伝
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
韓
憑

城
の
遺
跡
が
あ
っ
た
と
い
う
睢
陽
は
宋
の
首
都
だ
っ
た
地
で
︑
晋
代
で
は
梁

の
予
州
︑
後
の
河
南
商
邱
県
地
方
に
あ
た
る
︒
ま
た
『
情
史
』
で
は
末
尾
に

「
韓
憑
塚
は
今
の
開
封
府
に
在
り
」
と
記
す
︒
と
に
か
く
河
南
の
東
部
一
帯

が
こ
の
伝
説
の
発
生
地
で
あ
っ
た
︒
そ二

れ
が
永
嘉
の
乱
（
三
〇
七—

三
一

二
（
で
東
晋
が
石
勒
に
攻
め
ら
れ
て
予
州
が
陥
落
し
︑
晋
人
は
多
く
南
遷
し

た
た
め
︑
韓
憑
伝
説
も
そ
れ
に
伴
っ
て
江
南
に
伝
播
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ

ろ
う
︒
唐
代
で
は
さ
ら
に
南
し
て
嶺
南
（
両
広
地
方
（
に
も
及
ん
で
い
た

（
６—

８
頁
（

敦三

煌
の
石
室
か
ら
発
見
さ
れ
た
各
種
の
俗
文
学
作
品
中
に
『
晏
子
賦
』『
燕

子
賦
』
な
ど
「
賦
」
と
称
す
る
も
の
の
一
種
に
『
韓
朋
賦
』
が
あ
る
︒
賦
と

い
っ
て
も
漢
代
の
辞
賦
の
よ
う
に
︑
文
人
に
よ
っ
て
難
解
な
字
句
で
叙
述
鋪

陳
さ
れ
た
作
品
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
『
高
唐
神
女
賦
』
や
『
洛
神
賦
』
な
ど

の
よ
う
に
︑
叙
事
を
主
と
し
た
押
韻
の
故
事
賦
で
あ
る
︒
製
作
な
ら
び
に
筆

写
の
年
代
は
確
定
で
き
な
い
に
し
て
も
︑
か
の
『
捜
神
記
』
で
は
︑
せ
い
ぜ

い
二
百
余
字
に
過
ぎ
な
か
っ
た
韓
憑
故
事
が
︑
こ
の
賦
で
は
各
種
の
情
節
を

加
え
て
点
綴
し
た
結
果
︑
ほ
と
ん
ど
十
倍
の
長
さ
に
増
飾
さ
れ
て
い
る
︹
中

略
︺
固
有
名
詞
の
異
同
や
︑
若
干
の
情
節
の
改
変
（
大
臣
蘇
賀
の
代
り
に
使

者
梁
伯
の
登
場
︑
夫
婦
相
逢
な
ど
（
か
ら
み
る
と
︑
直
接
に
『
捜
神
記
』
に

取
材
し
た
と
い
う
よ
り
も
︑「
歌
謡
」
に
よ
っ
て
民
間
伝
承
化
し
て
い
た
も

の
を
採
っ
て
若
干
の
新
材
料
を
加
え
︑
有
韻
の
叙
事
賦
と
し
て
構
成
し
た
も

の
と
見
ら
れ
る
︒
お
そ
ら
く
は
実
際
に
口
演
さ
れ
る
機
会
が
あ
っ
た
か
︑
も

し
く
は
そ
れ
を
予
想
し
て
筆
写
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
（
９—

（（
頁
（

韓四

憑
伝
説
が
そ
の
発
生
地
の
中
原
河
南
か
ら
︑
唐
五
代
に
は
遠
く
嶺
南
地
方

に
ま
で
伝
播
し
た
こ
と
は
前
に
述
べ
た
︒
唐
末
・
劉
恂
の
『
嶺
表
録
異
』（
太

平
広
記
四
六
三
︑
禽
鳥
（
に
は
嶺
南
の
韓
朋
鳥
に
関
す
る
記
事
が
あ
る
︒

　
　

  

韓
朋
鳥
と
は
乃
ち
鳧
鷖
の
類
︒
こ
の
鳥
は
毎つ
ね

に
双な
ら

び
飛
ん
で
渓
浦
に
泛

ぶ
︒
水
禽
中
の
鸂
鶒
・
鴛
鴦
・
鵁
鶄
は
嶺
北
に
は
皆
こ
れ
あ
り
︒
た
だ

韓
朋
鳥
は
い
ま
だ
こ
れ
を
見
ざ
る
な
り
︒
案
ず
る
に
︑
干
宝
の
捜
神
記

に
云
ふ
︙
︙
ま
た
鳥
あ
り
て
鴛
鴦
の
如
く
︑
恒
に
そ
の
樹
に
棲
み
︑
朝

暮
に
悲
鳴
す
︒
南
人
こ
の
禽
は
即
ち
韓
朋
夫
婦
の
精
魂
な
り
と
謂
ふ
︒

故
に
韓
氏
を
以
つ
て
こ
れ
に
名
づ
く
と
︒

こ
の
韓
朋
鳥
は
嶺
南
特
有
の
水
禽
で
野
鴨
に
類
す
る
と
い
う
こ
と
だ
が
︑
命

名
の
由
来
は
や
は
り
韓
朋
伝
説
に
求
め
て
い
る
か
ら
︑
こ
の
伝
説
は
「
南

人
」
の
間
に
も
普
及
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
（₆
︑
（₇
頁
（

一
︑
韓
朋
物
語
の
最
古
の
文
献
資
料
は
︑
長
ら
く
捜
神
記
と
考
え
ら
れ
て
来

た
（
よ
り
正
確
に
は
曹
丕
︑
列
異
伝
（︒
し
か
し
︑
一
九
七
九
年
に
出
土
し
た
︑

前
漢
後
期
の
敦
煌
漢
簡
₉₇₆
Ａ
︑
Ｂ
は
︑
そ
の
状
況
を
根
本
的
に
変
え
た
︒
そ

の
内
容
は
︑「

書
︑
而
召
榦（
韓
朋
）傰
問
之
︒
榦（
韓
朋
）傰
対
曰
︑
臣
取
婦
二
日
三
夜
︑

去
之
来
游
︑
三
年
不
帰
︑
婦

」（
Ａ
︒
Ｂ
「
百
一
十
二
」（
と
い
う
︑
纔
か

一
行
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
は
あ
っ
た
が
（
裘
錫
圭
氏
「
漢
簡
中
所
見
韓
朋
故

事
的
新
資
料
」︿『
復
旦
学
報
（
社
会
科
学
版
（』
₉₉
・
３
﹀（︑
そ
の
内
容
は
︑

捜
神
記
と
は
対
応
せ
ず
︑
却
っ
て
︑
変
文
（
賦
（
の
︑「（
韓
朋
（
娶
賢
妻

︙
︙
入
門
三
日
︙
︙
出
遊
︑
仕
於
宋
国
︑
期
去
三
年
︙
︙
不
帰
」
と
一
致
す
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る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
︑
変
文
（
賦
（
に
対
す
る
私
達
の
捉
え
方
に
︑
根
本

的
な
変
更
を
要
求
す
る
も
の
と
な
る
（
後
述
（︒
と
も
あ
れ
︑
そ
の
出
現
に

よ
っ
て
︑
韓
朋
物
語
の
最
古
の
文
献
資
料
は
︑
敦
煌
漢
簡
₉₇₆
と
す
べ
き
こ
と

が
明
ら
か
で
︑
そ
れ
は
︑
捜
神
記
よ
り
さ
ら
に
約
四
百
年
程
古
い
︒

二
︑
澤
田
氏
は
︑

B.C.
二
八
六
年
以
降
の
河
南
省
東
部
に
物
語
の
発
生
地
を
想

定
さ
れ
︑
そ
の
江
南
へ
の
伝
播
を
︑
永
嘉
の
乱
（
三
〇
七—

三
一
二
（
に
よ

る
晋
人
の
南
遷
に
伴
う
も
の
と
し
︑
ま
た
︑
そ
の
嶺
南
（
広
東
︑
広
西
省
（

へ
の
伝
播
の
時
期
を
︑
唐
代
と
し
た
が
︑
韓
朋
物
語
の
南
へ
の
伝
播
は
︑
お

そ
ら
く
そ
れ
よ
り
遥
か
に
早
い
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
後
述
（︒

三
︑
変
文
（
賦
（
に
つ
い
て
︑
澤
田
氏
が
︑
変
文
（
賦
（
は
︑「
直
接
に
『
捜

神
記
』
に
取
材
し
た
と
い
う
よ
り
も
︑「
歌
謡
」
に
よ
っ
て
民
間
伝
承
化
し

て
い
た
も
の
を
採
っ
て
若
干
の
新
材
料
を
加
え
︑
有
韻
の
叙
事
賦
と
し
て
構

成
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
」
と
︑
両
者
の
直
接
関
係
を
否
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
︒
さ
て
︑
変
文
（
賦
（
と
捜
神
記
と
の
内
容
の
違
い
に
つ

い
て
は
従
来
︑
殆
ど
論
じ
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
︒
両
者
の
違
い
は
ま
ず
︑
捜

神
記
が
扱
っ
て
い
る
の
が
変
文
（
賦
（
の
大
団
円—

結
末
部
に
過
ぎ
ず
︑
そ

れ
は
︑
変
文
（
賦
（
の
末
尾
三
分
の
一
弱
に
し
か
当
た
っ
て
お
ら
ず
︑
残
る

そ
の
三
分
の
二
強
に
関
し
︑
捜
神
記
は
︑「
宋
康
王
舎
人
韓
憑
︑
娶
妻
何
氏
︒

美
︑
康
王
奪
之
︒
憑
怨
︑
王
囚
︑
論
為
城
旦
」
と
言
う
の
み
で
︑
そ
の
間
の

具
体
的
な
出
来
事
を
︑
殆
ど
何
も
語
っ
て
い
な
い
︒
変
文
（
賦
（
は
︑
正
し

く
そ
の
部
分
が
詳
し
い
の
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
捜
神
記
の
関
心
が
相
思

樹
の
謂
わ
れ
─
物
語
の
大
団
円
を
記
す
こ
と
に
あ
り
︑
韓
朋
の
物
語
そ
の

も
の
を
語
る
こ
と
に
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
両
者
の

そ
の
部
分
に
大
き
な
違
い
は
見
ら
れ
な
い
の
で
︑
両
者
は
︑
同
根
か
ら
出
た

も
の
な
が
ら
︑
別
途
成
長
︑
展
開
を
遂
げ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
こ
と
は
︑
澤

田
氏
が
確
認
さ
れ
た
通
り
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
氏
の
︑
変
文
（
賦
（
は
︑
捜

神
記
の
「
十
倍
の
長
さ
に
増
飾

0

0

さ
れ
て
い
る
」
と
か
︑
変
文
（
賦
（
に
よ
る

捜
神
記
の
「
情
節
の
改
変

0

0

」
な
ど
の
言
い
方
は
︑
恰
も
変
文
（
賦
（
が
捜
神

記
に
依
拠
し
た
か
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
か
ね
な
い
の
で
︑
努
め
て
避
け
る
べ

き
だ
ろ
う
︒
と
も
あ
れ
︑
変
文
（
賦
（
と
捜
神
記
と
は
当
面
︑
全
く
別
箇
の

も
の
と
し
て
扱
っ
た
方
が
良
い
︒
そ
の
上
で
︑
真
に
問
題
と
す
べ
き
は
︑
変

文
（
賦
（
の
成
立
が
捜
神
記
に
先
立
つ
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
現

行
の
変
文
（
賦
（
は
︑
お
そ
ら
く
九
世
紀
頃
の
写
本
だ
ろ
う
が
︑
写
本
の
作

ら
れ
た
時
期
は
︑
作
品
の
作
ら
れ
た
時
期
を
意
味
す
る
訳
で
は
な
い
︒
そ
し

て
︑
例
え
ば
一
に
述
べ
た
︑
敦
煌
漢
簡
と
一
致
す
る
変
文
（
賦
（
の
︑「（
韓

朋
（
娶
賢
妻
︙
︙
入
門
三
日
︙
︙
出
遊
︑
仕
於
宋
国
︑
期
去
三
年
︙
︙
不

帰
」
な
ど
の
部
分
は
︑
そ
の
成
立
は
︑
前
漢
に
溯
る
も
の
で
あ
る
（
捜
神
記

不
見
（︒
さ
ら
に
︑
問
題
を
先
取
り
す
る
形
に
は
な
る
が
︑
小
稿
で
次
章
に

取
り
上
げ
る
︑
韓
朋
物
語
の
図
像
の
内
︑
二
十
一
世
紀
に
入
っ
て
報
告
さ
れ

た
四
面
の
画
象
鏡
（
浙
江
省
文
物
研
究
所
蔵
︑
孔
震
氏
蔵
︿
二
面
﹀︑
周
暁
剛

氏
蔵
︒
後
述
（
か
ら
は
︑
変
文
（
賦
（
の
本
文
に
よ
っ
て
し
か
説
明
の
出
来

な
い
︑
次
の
六
つ
の
場
面
が
報
告
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る（（
（

︒

　
　

イ
宋
王
︑
貞
夫
を
得
た
い
と
願
う
︒

　
　

ロ
梁
伯
︑
貞
夫
を
迎
え
る
︒

　
　

ハ
宋
王
︑
貞
夫
を
皇
后
と
す
る
︒

　
　

ニ
梁
伯
（
宋
王
（︑
韓
朋
を
傷
付
け
る
︒
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ホ
韓
朋
︑
囚
徒
と
し
て
馬
を
飼
う
︒

　
　

ヘ
貞
夫
︑
韓
朋
に
矢
文
を
射
る

こ
れ
ら
六
場
面
は
︑
最
後
の
ヘ
を
除
き
︑
全
て
前
述
︑
捜
神
記
で
は
扱
わ
れ

な
い
︑
変
文
（
賦
（
の
前
か
ら
三
分
の
二
強
の
部
分
に
記
さ
れ
た
こ
と
ば
か

り
と
な
っ
て
い
る
（
ヘ
の
矢
文
の
詩
は
︑
ヒ
ー
ロ
ー
と
ヒ
ロ
イ
ン
の
自
殺
を

招
く
契
機
と
な
っ
た
も
の
で
︑
ヘ
か
ら
が
︑
捜
神
記
も
扱
っ
た
所
の
大
団
円

と
な
る
（︒
こ
の
事
実
は
︑
従
来
の
私
達
の
変
文
（
賦
（︑
捜
神
記
の
捉
え
方

で
は
︑
全
く
説
明
出
来
な
い
の
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
私
は
︑
変
文

（
賦
（
に
お
け
る
︑
ま
ず
敦
煌
漢
簡
と
関
わ
る
部
分
︑
加
え
て
︑
上
掲
イ—

ヘ
に
関
わ
る
部
分
の
成
立
は
︑
間
違
い
な
く
漢
代
以
前
に
成
立
し
て
い
た
も

の
と
断
じ
て
良
い
と
思
う
︒
そ
し
て
︑
そ
の
他
の
部
分
も
含
め
︑
変
文
（
賦
（

の
全
体
の
内
容
も
︑
漢
代
以
前
に
成
立
し
た
も
の
と
認
め
た
い
︒
無
論
現
行

の
変
文
（
賦
（
は
︑
漢
代
の
韓
朋
物
語
そ
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
︒

様
々
な
局
面
で
種
々
の
変
容
も
想
定
さ
れ
る
が
︑
そ
れ
ら
は
全
て
︑
今
後
の

課
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
取
り
敢
え
ず
現
段
階
に
お
け
る
︑
新
た
な

変
文
（
賦
（
に
対
す
る
捉
え
方
と
し
て
︑
そ
れ
を
漢
代
以
前
の
成
立
と
想
定

し
て
お
き
た
い
︒

四
︑
澤
田
氏
は
︑
韓
朋
物
語
の
発
生
地
（
河
南
省
（
か
ら
嶺
南
地
方
へ
の
伝

播
の
時
期
を
︑
唐
五
代
と
さ
れ
た
︒
そ
の
証
拠
と
し
て
上
げ
ら
れ
た
の
が
晩

唐
︑
劉
恂
の
嶺
表
録
異
中
︑
韓
朋
鳥
の
条
で
あ
る
︒
こ
こ
で
︑
ほ
ぼ
同
時
期

の
段
公
路
︑
北
戸
録
三
︑
相
思
子
蔓
条
の
こ
と
を
想
起
し
た
い
︒
そ
の
崔
亀

図
注
に
は
︑
無
名
詩
集
の
書
名
の
下
に
変
文
（
賦
（
が
引
用
さ
れ
て
い
た

（
四
庫
全
書
本
（︒
韓
朋
鳥
と
言
い
︑
相
思
子
蔓
と
言
い
︑
嶺
南
で
唐
代
︑
韓

朋
物
語
が
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒
私
が
考
え

て
み
た
い
の
は
︑
そ
の
物
語
の
伝
播
の
時
期
が
果
し
て
︑
唐
五
代
か
と
い
う

問
題
で
あ
る
︒
と
言
う
の
は
晋
︑
干
宝
の
捜
神
記
の
末
尾
に
︑

　
　

南
人
謂
︑
此
禽
即
韓
憑
夫
婦
之
精
魂

と
記
さ
れ
て
お
り
︑
干
宝
の
時
代
︑
南
人
即
ち
︑
南
方
の
人
は
︑
韓
朋
物
語

を
よ
く
知
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
南
人
が
物
語

を
始
め
て
知
っ
た
の
が
︑
永
嘉
の
乱
（
三
〇
七—

三
一
二
（
を
き
っ
か
け
と

す
る
も
の
と
は
一
寸
考
え
難
い
︒
少
な
く
と
も
捜
神
記
の
文
言
か
ら
は
︑
捜

神
記
以
前
か
ら
南
人
の
間
で
は
物
語
の
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る

の
み
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
重
要
な
の
は
︑
そ
の
南
人
の
周
知
す
る
韓
朋
物
語

と
は
︑
変
文
（
賦
（
を
措
い
て
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
即
ち
︑
捜

神
記
の
そ
の
文
言
は
︑
干
宝
の
時
代
に
彼
自
身
が
記
す
物
語
と
は
別
途
︑
変

文
（
賦
（
の
系
統
の
物
語
が
南
方
地
方
で
並
行
し
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を

示
す
︑
証
左
と
も
解
釈
さ
れ
る
︒
す
る
と
︑
劉
恂
の
言
う
韓
朋
鳥
の
物
語
も
︑

干
宝
の
時
代
以
前
へ
溯
る
可
能
性
が
出
て
来
よ
う
︒
全
て
は
︑
今
後
の
課
題

に
属
す
る
が
︑
捜
神
記
の
末
尾
の
文
言
は
︑
な
お
注
目
す
べ
き
問
題
を
孕
ん

で
い
る
︒

二

　

深
圳
市
の
金
石
芸
術
博
物
館
理
事
長
︑
呉
強
華
氏
が
韓
朋
画
象
石
の
こ
と
を
私

に
教
示
下
さ
っ
た
の
は
丁
度
︑
一
年
前
（
二
〇
一
九
年
（
の
十
一
月
の
こ
と
で
あ

る
（
図
版
一
︑
一
ｂ
（︒
呉
氏
蔵
韓
朋
画
象
石
（
後
漢
︒
仮
称
（
は
︑
右
石
と
左
石



一
〇

韓
朋
溯
源
㈡
（
黒
田　

彰
（

の
二
石
か
ら
成
り
（
図
版
一
ｂ
（︑
韓
朋
図
は
︑
そ
の
右
石
３
層
に
描
か
れ
る
（
図

版
一
（︒
そ
の
新
出
の
韓
朋
図
は
︑
こ
れ
ま
で
に
類
の
な
い
︑
貴
重
な
題
記
を
伴

っ
て
お
り
︑
韓
朋
図
の
研
究
ま
た
︑
韓
朋
物
語
の
溯
源
に
向
け
て
︑
極
め
て
高
い

学
術
的
価
値
を
有
す
る
も
の
と
思
わ
れ
︑
小
稿
は
︑
呉
氏
蔵
韓
朋
画
象
石
を
紹
介

す
る
と
共
に
︑
そ
の
図
像
内
容
（
図
版
一
（
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒

　

目
下
︑
管
見
に
入
っ
た
韓
朋
図
と
し
て
は
︑
呉
氏
蔵
の
そ
れ
を
含
め
︑
以
下
の

通
し
番
号
１—

（（
の
二
十
点
を
上
げ
る
こ
と
が
出
来
る（（
（

︒
２—

５
の
四
点
は
︑
銅

鏡
︑
（₉
は
︑
壁
画
︑
そ
れ
以
外
の
十
五
点
は
画
象
石
で
︑
な
お
（（—

ｂ
は
︑
断
片

で
あ
る
（
榜
題
︑
題
記
を
有
す
る
遺
品
に
は
︑
通
し
番
号
の
下
に
＊
を
付
し
︑

（　

（
内
に
そ
れ
を
記
す
︒
イ—

ヘ
は
︑
上
述
︑
銅
鏡
︿
２—

４
﹀
の
榜
題
の
示

す
︑
六
つ
の
場
面
内
容
を
表
わ
し
て
い
る
︿
後
述
﹀（︒

１
＊  

呉
氏
蔵
韓
朋
画
象
石
（
右
石
３
層
︒
題
記
右
か
ら
︑「
下
寺
吏
／
清〔
請
〕庭

持
」

「
此
孺
子
」「
此
宋
王
二
子
」「
此
孺
子
妻
」（

２
＊   

浙
江
省
文
物
考
古
研
究
所
蔵
宋
王
貞
夫
銘
画
象
鏡
（
イ
「
宋
王
」「
侍
郎
」︑

ヘ
「
貞
夫
」（

３
＊ 

孔
震
氏
蔵
貞
夫
銘
画
象
鏡
（
ヘ
「
貞
夫
」（

４
＊ 

孔
震
氏
蔵
宋
王
皇
后
銘
画
象
鏡
（
イ
「
宋
王
」「
侍
郎
」︑
ハ
「
皇
后
」（

５ 

周
暁
剛
氏
蔵
無
銘
貞
夫
画
象
鏡

６ 

後
漢
武
氏
祠
画
象
石
（
左
石
室
七
石
１
層
（

７ 

泰
安
大
汶
口
後
漢
画
象
石
（
六
石
（

８ 

嘉
祥
南
武
山
後
漢
画
象
石
（
二
石
３
層
（

９ 

嘉
祥
宋
山
二
号
墓
石
祠
（
西
壁
２
層
（

（（ 

嘉
祥
宋
山
三
号
墓
石
祠
（
西
壁
中
層
（

（（ 

松
永
美
術
館
蔵
後
漢
画
象
石
（
上
層
（

（（
＊ 

南
武
陽
功
曹
闕
東
闕
（
西
面
１
層
︒「
孺
子
」「
信
夫
」「
宋
王
」（

（（
＊  

山
東
東
平
石
馬
荘
後
漢
画
象
石
（
前
室
東
門
眉
左
︒「
信
夫
」「
立
子
二
人
」

「
宋
王
」（

（₄ 

楡
林
横
山
後
漢
画
象
石
（
墓
門
右
門
柱
１—

３
層
（

（₅ 

莒
県
後
漢
画
象
石
（
２
層
（

（₆ 

嘉
祥
洪
山
村
後
漢
画
象
石
（
三
石
１
層
左
（

（₇ 

嘉
祥
紙
坊
鎮
後
漢
画
象
石
（
３
層
（

（₈ 

孝
堂
山
石
祠
（
東
壁
上
石
３
層
右
端
（

（₉ 

ボ
ス
ト
ン
美
術
館
蔵
洛
陽
八
里
台
前
漢
壁
画

（（ 

魏
曹
操
高
陵
出
土
画
象
石
（
３
層
右
（

　

‒b
＊ 

「
宋
王
車
」
榜
題
断
片
（「
宋
王
車
」（

巻
頭
に
掲
げ
た
図
版
一—

図
版
九
は
︑
上
掲
１—

（（
の
韓
朋
図
を
示
し
た
も
の
で

あ
る
︒
図
版
一
の
呉
氏
蔵
韓
朋
画
象
石
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
︑
ま
ず

そ
の
内
の
２—

５
（
図
版
二—

図
版
五
（
の
四
点
︑
即
ち
︑
銅
鏡
に
描
か
れ
る
韓

朋
図
の
内
容
か
ら
考
え
て
み
た
い
︒

　

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
︑
２—

５
の
銅
鏡
に
描
か
れ
た
韓
朋
図
は
︑
二
十
一
世

紀
に
入
っ
て
知
ら
れ
る
に
到
っ
た
も
の
で
︑
特
に
２
浙
江
省
文
物
考
古
研
究
所
蔵

の
そ
れ
は
︑
敦
煌
漢
簡
の
出
現
と
並
ん
で
︑
従
来
の
韓
朋
図
及
び
︑
そ
の
基
と
な

っ
た
韓
朋
物
語
の
研
究
と
い
う
も
の
を
文
字
通
り
︑
一
変
さ
せ
る
に
到
っ
た
︑
記

念
碑
的
な
遺
品
に
外
な
ら
な
い
︒
さ
て
︑
図
版
二
は
︑
２
の
全
体
図
を
示
し
た
も
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の
だ
が
︑
２
は
︑
四
つ
の
乳
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
た
四
区
画
に
︑
韓
朋
物
語
の
四

つ
の
場
面
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
︒
図
版
二
ｂ
は
︑
そ
れ
ら
四
つ
の
場
面
を
︑
２

の
部
分
図
と
し
て
掲
げ
た
も
の
で
あ
る
（
３
︑
４
︑
５
の
ｂ
︿
図
版
三
ｂ
︑
図
版

四
ｂ
︑
図
版
五
ｂ
﹀
も
同
じ
（︒
と
こ
ろ
で
︑
現
在
知
ら
れ
る
韓
朋
物
語
の
銅
鏡
遺

品
（
以
下
︑
そ
れ
ら
を
韓
朋
鏡
と
呼
ぶ
（
は
︑
２—

５
の
四
点
だ
が
︑
そ
の
物
語

内
容
に
関
し
て
は
︑
次
の
イ—

ヘ
の
六
場
面
を
描
い
た
も
の
と
結
論
出
来
る
︒

イ
宋
王
︑
貞
夫
を
得
た
い
と
願
う
︒

ロ
梁
伯
︑
貞
夫
を
迎
え
る
︒

ハ
宋
王
︑
貞
夫
を
皇
后
と
す
る
︒

ニ
梁
伯
（
宋
王
（︑
韓
朋
を
傷
付
け
る
︒

ホ
韓
朋
︑
囚
徒
と
し
て
馬
を
飼
う
︒

ヘ
貞
夫
︑
韓
朋
に
矢
文
を
射
る

こ
の
こ
と
は
︑
ま
ず
韓
朋
鏡
の
２
（
二
〇
〇
六
年
（
が
イ
︑
ニ—

ヘ
の
四
場
面
を
︑

３
が
そ
の
内
の
ヘ
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ（（
（

︑
次
い
で
韓
朋
鏡
の

４
（
二
〇
一
二
年
（
の
ロ
︑
ハ
の
二
場
面
が
加
わ
り（（
（

（
及
び
︑
４
の
イ
︑
５
︿
二

〇
一
二
年
﹀
の
ヘ
も
加
え
ら
れ
る
（︑
こ
の
こ
と
が
敦
煌
漢
簡
の
発
見
と
共
に
︑

韓
朋
図
と
韓
朋
物
語
の
研
究
に
激
震
を
走
ら
せ
︑
こ
れ
ま
で
の
研
究
風
景
を
一
変

さ
せ
る
に
到
っ
た
︑
画
期
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
︒

　

図
版
二
は
︑
韓
朋
鏡
２
の
全
体
︑
図
版
二
ｂ
は
︑
そ
の
２
の
イ
︑
ニ
︑
ホ
︑
ヘ

の
場
面
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
︒
同
様
に
︑
図
版
三
は
︑
韓
朋
鏡
３
︑
三
ｂ
は
︑

そ
の
ヘ
を
︑
図
版
四
は
︑
韓
朋
鏡
４
︑
四
ｂ
は
︑
そ
の
イ
︑
ロ
︑
ハ
の
三
場
面
を
︑

図
版
五
は
︑
韓
朋
鏡
５
︑
五
ｂ
は
︑
そ
の
ヘ
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
︒
今
︑
韓
朋

鏡
２—

５
の
四
鏡
に
描
か
れ
た
︑
韓
朋
物
語
の
場
面
を
一
覧
と
す
れ
ば
︑
次
の
よ

う
に
な
る
︒

２
︑
イ　

 

ニ
ホ
ヘ

３
︑　　
　
　
　

ヘ

４
︑
イ
ロ
ハ

５
︑　　
　
　
　

ヘ

上
記
一
覧
に
従
い
︑
韓
朋
鏡
２—

５
の
六
場
面
を
イ—

ヘ
の
順
に
見
て
ゆ
こ
う
︒

　

図
二
は
︑
韓
朋
鏡
２
︑
４
の
イ
の
場
面
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
︒
２
に
は
︑
三

人
の
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
が
︑
右
か
ら
一
人
目
の
人
物
だ
け
が
大
き
く
︑
残
る

二
人
は
小
さ
く
描
か
れ
︑
共
に
右
向
き
の
立
ち
姿
で
あ
る
︒
右
か
ら
一
人
目
の
人

物
の
腰
の
左
の
辺
り
に
︑「
宋
王
」︑
三
人
目
の
人
物
の
腰
の
左
の
辺
り
に
︑「
侍

郎
」
の
榜
題
が
あ
っ
て
︑
右
か
ら
一
人
目
が
宋
康
王
︑
残
る
二
人
は
侍
者
で
あ
る

こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
４
も
同
様
だ
が
︑
こ
ち
ら
は
︑
２
よ
り
一
人
多
い
四
人
の
人

物
が
右
向
き
の
跪
坐
姿
に
描
か
れ
（
右
か
ら
一
人
目
は
︑
左
を
振
り
返
る
（︑
右

か
ら
二
人
目
の
人
物
だ
け
が
大
き
い
︒
そ
の
二
人
目
の
人
物
の
顔
の
右
に
︑「
宋

王
」︑
右
か
ら
四
人
目
の
人
物
の
左
（
左
の
乳
の
右
上
（
に
︑「
侍
郎
」
の
榜
題
が

記
さ
れ
︑
右
か
ら
二
人
目
が
宋
康
王
で
あ
り
︑
残
る
三
人
は
︑
侍
者
で
あ
る
こ
と

が
知
ら
れ
る
︒
右
か
ら
一
人
目
は
︑
後
述
ロ
か
ら
考
え
て
︑
梁
伯
で
あ
る
︒
さ
て
︑

４
の
宋
康
王
と
そ
の
左
の
二
人
の
「
侍
郎
」
と
い
う
構
図
は
︑
２
と
全
く
同
じ
で

あ
る
こ
と
が
興
味
深
い
︒
そ
し
て
︑
２
と
４
と
の
イ
の
場
面
（
図
二
（
に
つ
い
て

注
目
す
べ
き
は
︑
例
え
ば
２
の
イ
が
︑

イ
宋
王
︑
貞
夫
を
得
た
い
と
願
う
︒

ニ
梁
伯
（
宋
王
（︑
韓
朋
を
傷
付
け
る
︒

ホ
韓
朋
︑
囚
徒
と
し
て
馬
を
飼
う
︒



一
二

韓
朋
溯
源
㈡
（
黒
田　

彰
（

ヘ
貞
夫
︑
韓
朋
に
矢
文
を
射
る

と
い
う
風
に
︑
ニ
︑
ホ
︑
ヘ
の
三
場
面
を
従
え
（
図
版
二
ｂ
参
照
（︑
ま
た
︑
４
の

イ
も
︑イ

宋
王
︑
貞
夫
を
得
た
い
と
願
う
︒

ロ
梁
伯
︑
貞
夫
を
迎
え
る
︒

ハ
宋
王
︑
貞
夫
を
皇
后
と
す
る

と
い
う
よ
う
に
︑
ロ
︑
ハ
の
二
場
面
へ
と
続
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
図
版
四
ｂ

参
照
（︒
即
ち
︑
図
二
の
イ
を
含
む
︑
イ—

ヘ
の
六
場
面
は
︑
そ
の
悉
く
が
変
文

（
賦
（
と
一
致
し
︑
或
い
は
︑
変
文
（
賦
（
と
し
か
一
致

せ
ず
︑
韓
朋
鏡
２
︑
４
の
基
づ
い
た
韓
朋
物
語
が
︑
変
文

（
賦
︿
の
祖
本
﹀（
に
外
な
ら
な
い
事
実
が
判
明
し
た
こ

と
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
り
︑
私
達
の

変
文
（
賦
（
観
を
一
変
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
も
の
が
あ

る
︒
即
ち
︑
現
行
の
変
文
（
賦
︿
の
祖
本
﹀（
の
成
立
は
︑

漢
代
以
前
へ
溯
る
と
い
う
こ
と
が
︑
今
後
真
剣
に
学
術
的

課
題
と
し
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
新
た
な
段
階
を
︑
私
達
は
︑

迎
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
き
な

が
ら
︑
イ—

ヘ
六
場
面
と
変
文
（
賦
（
と
の
関
係
を
確
認

し
よ
う
︒
ま
ず
図
二
︑
２
と
４
の
イ
の
場
面
に
対
応
す
る
︑

変
文
（
賦
（
の
本
文
を
示
せ
ば
︑
次
の
通
り
で
あ
る

（（　

（
内
は
︑
物
語
の
筋
を
分
か
り
易
く
す
る
た
め
に

補
っ
た
も
の
で
あ
る
（︒

　
　

イ
︑
宋
王
︑
貞
夫
を
得
た
い
と
願
う

（︹
韓
朋
︺
懐
書
不
謹
︑
遺
失
殿
前
︒（
宋
王
得
之
︑
甚
愛
其
言
︒
即
召
群
臣
︑

並
及
太
史
︒
誰
能
取
得
韓
朋
妻
者
︑
賜
金
千
斤
︑
封
邑
万
戸

　

図
三
は
︑
４
の
ロ
の
場
面
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
︒
４
は
︑
前
述
の
如
く
︑
韓

朋
物
語
イ
︑
ロ
︑
ハ
の
三
場
面
を
擁
す
る
貴
重
な
銅
鏡
資
料
だ
が
︑
先
立
つ
イ
の

場
面
（「
宋
王
」「
侍
郎
」
の
榜
題
が
あ
る
（︑
さ
ら
に
後
続
す
る
ハ
の
場
面
（「
皇

后
」
の
榜
題
が
あ
る
︒
図
版
四
ｂ
参
照
（
と
の
続
き
具
合
か
ら
考
え
て
︑
図
三
の

ロ
は
︑
宋
康
王
の
意
を
承
け
た
梁
伯
が
︑
馬
車
を
駆
っ
て
貞
夫
を
王
の
許
へ
と
連

図二　イ、宋王、貞夫を得たいと願う

（

₄
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第
一
〇
五
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
（

れ
帰
る
︑
場
面
を
描
い
た
も
の
に
相
違
な
い
︒
ロ
の
右
を
向
い
た
御
者
は
︑
イ
の

右
か
ら
一
人
目
の
人
物
︑
ま
た
︑
ハ
の
右
か
ら
一
人
目
の
人
物
と
同
じ
で
あ
り
︑

梁
伯
と
考
え
ら
れ
る
︒
馬
車
の
後
方
の
扉
を
開
け
︑
半
身
を
覗
か
せ
る
左
向
き
の

人
物
は
︑
故
郷
を
顧
る
貞
夫
に
違
い
な
い
︒
な
お
（（
ｂ
魏
曹
操
高
陵
出
土
画
象
石

断
片
に
︑「
宋
王
車
」
と
榜
題
す
る
断
片
が
存
し
て
お
り
（
図
版
九
︑
（（
ｂ
参
照
（︑

そ
れ
は
︑
ヘ
の
場
面
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
︒
さ
て
︑
図
三
の
ロ

に
対
応
す
る
︑
変
文
（
賦
（
の
本
文
を
示
せ
ば
︑
次
の
通
り
で
あ
る
︒

　
　

ロ
︑
梁
伯
︑
貞
夫
を
迎
え
る

に
は
︑「
皇
后
」
の
榜
題
が
記
さ
れ
る
の
で
︑
こ
の
女
性
は
︑
梁
伯
に
迎
え
取
ら
れ
︑

宋
康
王
の
皇
后
と
な
っ
た
貞
夫
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
右
の
︑
左
向
き
に

坐
す
人
物
は
︑
梁
伯
︑
そ
の
左
の
︑
右
向
き
に
立
つ
女
性
は
︑
侍
者
で
あ
ろ
う
︒

図
四
の
ハ
に
対
応
す
る
︑
変
文
（
賦
（
の
本
文
を
示
せ
ば
︑
次
の
通
り
で
あ
る
︒

　
　

ハ
︑
宋
王
貞
夫
を
皇
后
と
す
る

宋
王
見
之
︑
甚
大
歓
喜

〔
喜
〕︒
三
日
三
夜
︑
楽
不
可
尽
︒
即
拝
貞
夫
︑
以
為
皇
后
︒

前
後
事〔
侍
〕従

︑
入
其
宮
裏

　

図
五
は
︑
２
の
ニ
の
場
面
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
こ
に
は
︑
三
人
の
人
物

が
描
か
れ
て
い
る
が
︑
左
右
に
立
っ
て
い
る
二
人
の
人
物
は
大
き
く
︑
中
央
の
頭

を
右
に
し
て
横
た
わ
っ
て
い
る
人
物
は
︑
と
て
も
小
さ
い
︒
そ
し
て
︑
右
の
人
物

は
︑
左
を
向
い
て
顔
を
右
へ
傾か
し

げ
︑
振
り
上
げ
た
左
手
に
手
戟
を
握
っ
て
い
る
︒

ま
た
︑
左
の
人
物
は
︑
中
央
を
向
い
て
︑
振
り
上
げ
た
両
手
の
右
手
で
︑
剣
の
中

程
を
握
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
そ
の
二
人
の
表
情
に
特
徴
が
あ
り
︑
共
に
眉
を

逆
八
字
と
し
て
目
を
瞠
り
︑
歯
を
食
い
縛
る
怒
号
の
状
に
造
型
さ
れ
て
い
る
︒
そ

れ
に
対
し
て
︑
二
人
に
挟
ま
れ
た
中
央
の
人
物
の
表
情
は
︑
聊
か
見
に
く
い
が
︑

辛
そ
う
で
あ
り
︑
ま
た
︑
彼
は
︑
頭
上
に
何
か
を
捧
げ
持
っ
て
い
る
︒
図
五
の
ニ

に
関
し
て
︑
森
下
章
司
氏
は
︑

も
う
一
つ
の
区
画
の
像
︹
図
五
の
ニ
を
差
す
︺
に
は
榜
題
が
な
い
︒
図
像
は

武
器
を
も
っ
た
二
人
の
人
物
が
︑
足
元
の
小
さ
な
人
物
に
制
裁
を
加
え
て
い

る
よ
う
に
み
え
る
︒
こ
れ
は
宋
王
の
部
下
が
韓
朋
を
痛
め
つ
け
て
い
る
場
面

を
描
い
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
韓
朋
も
書
状
ら
し
き
も
の
を

手
に
も
つ

と
指
摘
さ
れ
て
お
り（（
（

︑
基
本
的
に
従
う
べ
き
で
あ
る
︒
図
五
︑
２
の
ニ
に
対
応
す

梁
伯
啓
言
王
曰
︑

臣
能
取
之
︒
宋
王

大
喜
︑
即
出
八
輪

之
車
︑
爪（
騧
）騮

之
馬
︑

前
後
仕
従
︑
便
三

千
余
人
︒
従
発
道

路
︑
疾
如
風
雨
︒

三
日
三
夜
︑
往
到

朋
家

　

図
四
は
︑
４
の
ハ
の

場
面
を
示
し
た
も
の
で

あ
る
︒
三
人
の
人
物
が

描
か
れ
︑
左
を
向
い
て

坐
す
︑
中
央
の
女
性
が

一
際
大
き
い
︒
そ
の
左

図三　ロ、梁伯、貞夫を迎える

₄



一
四

韓
朋
溯
源
㈡
（
黒
田　

彰
（

る
変
文
（
賦
（
の
本
文
を
示
せ
ば
︑
次
の
通
り
で
あ
る
︒

　
　

ニ
︑
梁
伯
︵
宋
王
︶︑
韓
朋
を
傷
付
け
る

王
曰
︑
夫
人
愁
思
︑
誰
能
諫
之
︒
梁
伯
対
曰
︑
臣
能
諫
之
︒
朋
年
卅
未
満
︑

二
十
有
余
︑
姿
容
窈
窕
︑
黒
髪
素
糸
︑
歯
如
珂
珮
︑
耳
如
懸
珠
︒
是
以
念
之
︑

情
意
不
楽
︒
唯
須
疾
害
朋
身
︑
以
為
囚
徒
︒
宋
王
遂
取
其
言
︑
即
打
韓
朋
双

板
歯
落
︒
並
着
故
破
之
衣
裳
︑
使
築
清〔
青
〕陵

之
台

　

図
六
は
︑
２
の
ホ
の
場
面
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
︒
図
六
は
︑
中
央
に
右
向
き

の
馬
︑
右
に
︑
右
を
向
い
て
立
つ
一
人
の
男
性
︑
左
に
︑
階
段
を
備
え
た
楼
閣
が

描
か
れ
て
い
る
︒
右
の
男
性
は
︑
韓
朋
で
︑
左
手
に
何

か
を
捧
げ
持
つ
が
如
く
︑
ま
た
︑
左
の
建
物
は
︑
青〔
清
〕陵

台
に
外
な
ら
な
い
︒
さ
ら
に
青
陵
台
の
下
︑
馬
の
左
に

も
︑
右
向
き
の
男
性
が
小
さ
く
描
か
れ
て
い
る
が
︑
こ

れ
も
韓
朋
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
場
面
は
︑
身
体
を
傷
付
け

ら
れ
︑
囚
徒
と
し
て
青
陵
台
の
建
造
に
従
事
さ
せ
ら
れ

た
韓
朋
が
︑
馬
を
飼
っ
て
い
る
所
を
描
い
た
も
の
で
あ

る
︒
そ
の
こ
と
は
︑
例
え
ば
森
下
氏
が
︑

そ
の
左
横
の
区
画
に
描
か
れ
た
︹
図
六
︑
ホ
を
差

す
︺︑
後
ろ
に
馬
を
連
れ
た
人
物
が
韓
朋
で
あ
る
︒

貞
夫
か
ら
受
け
取
っ
た
書
状
を
手
に
し
て
い
る
︒

「
韓
朋
賦
」
に
馬
飼
い
に
貶
め
ら
れ
た
と
あ
る
通

り
で
あ
る
︒
そ
の
横
の
高
楼
は
︑
宋
王
が
建
設
を

命
じ
︑
韓
朋
が
働
か
さ
れ
て
い
た
清〔
青
〕陵

台
に
ち
が

い
な
い

と
指
摘
さ
れ
る
如
く
だ
が（（
（

︑
氏
の
指
摘
の
中
で
問
題
と
な
る
の
は
︑
や
は
り
図
六

の
右
の
韓
朋
が
︑
左
手
に
何
を
持
つ
か
と
い
う
点
で
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
そ
の

韓
朋
が
「
貞
夫
か
ら
受
け
取
っ
た
書
状
を
手
に
し
て
い
る
」
と
す
る
︑
氏
の
指
摘

に
従
う
な
ら
ば
︑
２
の
ホ
の
場
面
（
図
六
（
は
︑
後
続
す
る
ヘ
の
場
面
へ
は
続
か

ず
︑
逆
に
︑
ヘ
↓
ホ
と
進
む
こ
と
に
な
っ
て
（
書
状
は
︑
ヘ
の
貞
夫
か
ら
矢
文
と

し
て
放
た
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
︒
図
版
二
︑
二
ｂ
参
照
（︑
鈕
を
中
心
に
イ

↓
ニ
↓
ホ
↓
ヘ
と
反
時
計
回
り
に
展
開
す
る
︑
２
の
四
場
面
の
全
体
的
な
配
置
の

ホ
↓
ヘ
を
崩
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
（
因
み
に
︑
三
場
面
を
有
す

図五　ニ、梁伯（宋王）、韓朋を傷付ける

（
図四　ハ、宋王、貞夫を皇后とする

₄
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〇
五
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
（

る
４
も
︑
鈕
を
中
心
と
し
て
反
時
計
回
り
に
イ
↓
ロ
↓
ハ
の
順
に
展
開
す
る
︒
図

版
四
︑
四
ｂ
参
照
（︒
変
文
（
賦
（
に
よ
れ
ば
︑
囚
徒
と
し
て
馬
を
飼
う
韓
朋

（
ホ
（
に
貞
夫
が
会
っ
た
後
︑
貞
夫
は
韓
朋
に
矢
文
を
射
て
い
る
（
ヘ
（
の
で
︑

２
の
ホ
︑
ヘ
の
続
き
具
合
は
︑
ホ
↓
ヘ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
な
ら
ば
︑
図
六

の
韓
朋
は
一
体
︑
何
を
手
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
こ
は
︑
陳
秀
慧
氏
の
︑

「
一
男
子
持
斧
而
立
」
と
い
う
説
を
取
り
た
い（（
（

︒
韓
朋
が
左
手
で
持
ち
上
げ
て
い

る
の
は
︑「
剉
草
」（
変
文
︿
賦
﹀︒
剉
は
︑
斬
る
意
（
の
た
め
の
斧
で
あ
ろ
う
︒
ホ

の
場
面
は
︑
韓
朋
図
を
描
い
た
画
象
石
中
に
も
一
例
︑
現
存
し
て
い
る
（
図
版
八
︑

（₅
右
参
照
（︒
ま
た
︑

図
六
︑
左
の
青
陵
台

の
建
物
か
ら
左
下
へ

伸
び
る
︑
階
段
施
設

に
も
注
目
し
た
い
︒

そ
の
階
段
は
︑
韓
朋

が
貞
夫
か
ら
矢
文
を

射
懸
け
ら
れ
る
場
所

と
し
て
︑
１
︑
６
以

下
の
数
多
く
の
画
象

石
に
登
場
し
て
い
る
︒

図
六
︑
４
の
ホ
及
び
︑

（₅
右
の
場
面
に
対
応

す
る
変
文
（
賦
（
の

本
文
を
示
せ
ば
︑
次

の
通
り
で
あ
る
︒

　
　

ホ
︑
韓
朋
︑
囚
徒
と
し
て
馬
を
飼
う
︒

（
貞
夫
聞
之
︑
痛
切
忓〔

肝
〕腸

︑
情
中
煩
惌
〔
怨
〕︑

無
時
不
思
︒
貞
夫
諮
宋
王
曰
︑
既
築

清〔
青
〕陵

之
台
訖
︑
乞
願
蹔
往
観
看
︒
宋
王
許
之
︒
乃
賜
八
輪
之
車
︑
爪〔
騧
〕騮

之
馬
︑

前
後
侍
従
︑
三
千
余
人
︑
往
到
台
下
︒（
乃
見
韓
朋
︑
剉
草
飼
馬
︑
見
妾
羞
恥
︑

把
草
遮
面
︒
貞
夫
見
之
︑
涙
下
如
雨

　

図
七
は
︑
韓
朋
鏡
２
︑
３
︑
５
の
︑
へ
の
場
面
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
（
４
は
︑

ヘ
を
欠
く
（︒
２
に
は
︑
立
っ
た
二
人
の
女
性
が
大
き
く
描
か
れ
て
お
り
︑
そ
の

内
の
右
の
︑
左
を
向
い
て
両
腕
を
上
げ
た
女
性
の
︑
右
の
上
腕
の
上
下
に
︑「
貞

夫
」
の
榜
題
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
右
の
女
性
の
貞
夫
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒

左
の
女
性
は
︑
侍
者
だ
ろ
う
︒
３
も
︑
同
様
に
立
っ
た
二
人
の
女
性
が
描
か
れ
︑

そ
の
内
︑
右
手
に
弓
を
持
ち
︑
右
を
向
い
て
や
は
り
両
腕
を
上
げ
る
女
性
の
︑
右

手
の
上
部
に
も
︑「
貞
夫
」
の
榜
題
が
あ
っ
て
︑
そ
れ
の
貞
夫
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
︒
左
は
︑
侍
女
だ
ろ
う
︒
２
︑
３
は
︑
貞
夫
の
向
き
こ
そ
違
え
︑
全
く
同
じ

構
図
を
し
て
い
る
こ
と
が
︑
非
常
に
興
味
深
い
︒
２
の
貞
夫
は
︑
弓
を
持
っ
て
い

な
い
が
（
５
も
同
じ
（︑
３
の
弓
を
持
つ
貞
夫
が
本
来
の
図
像
で
あ
り
︑
２
（
５
（

は
︑
そ
れ
が
省
略
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
︑
２
︑
３
（
５
（
は
共
に
︑
ヘ
︑
貞

夫
が
韓
朋
に
矢
文
を
射
た
場
面
と
捉
え
ら
れ
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
図
六
の
三
図
の
内
︑

５
周
暁
剛
氏
蔵
無
名
貞
夫
画
象
鏡
（
図
版
五
（
の
ヘ
は
︑
私
案
と
し
て
韓
朋
図
の

中
に
加
え
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
根
拠
と
し
て
は
︑
ま
ず
３
に
見
る
如
く
︑
ヘ
貞

夫
︑
韓
朋
に
矢
文
を
射
る
場
面
が
単
独
で
も
描
か
れ
得
る
こ
と
（
図
版
三
︑
三
ｂ

参
照
（︑
次
い
で
︑
５
の
貞
夫
の
造
型
が
酷
似
す
る
こ
と
の
二
点
が
上
げ
ら
れ
る
が
︑

も
う
一
点
︑
例
え
ば
２
の
貞
夫
の
両
上
腕
の
下
に
描
か
れ
る
︑
二
人
の
子
供
の
こ

図六　ホ、韓朋、囚徒として馬を飼う

（
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と
が
あ
る
（
図
七
参
照
︒
３
で
は
︑
そ
れ
ら
二
子
は
︑
貞
夫
の
弓
を
持
っ
た
左
腕

の
下
に
移
さ
れ
て
い
る
（︒
貞
夫
の
二
子
の
こ
と
は
︑
変
文
（
賦
（
に
は
全
く
出
て

来
な
い
が
︑
貞
夫
が
韓
朋
に
矢
文
を
射
た
時
点
で
︑
宋
王
と
の
間
に
二
子
を
儲
け

て
い
た
こ
と
は
後
述
︑
呉
氏
蔵
韓
朋
画
象
石
に
︑「
此
宋
王
二
子
」
の
題
記
の
下

に
描
出
さ
れ
て
い
る
通
り
で
（
図
版
一
参
照
（︑
そ
の
二
子
が
図
六
︑
２
︑
３
に
も

描
か
れ
︑
さ
ら
に
２
の
二
子
と
全
く
同
じ
そ
れ
が
︑
５
の
貞
夫
の
両
腕
の
下
に
も

描
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
上
げ
ら
れ
る
︒
さ
て
︑
図
六
︑
２
︑
３
︑
５
の
ヘ
に
対

応
す
る
変
文
（
賦
（
の
本
文
を
示
せ
ば
︑
次
の
通
り
で
あ
る
︒

　
　

ヘ
︑
貞
夫
︑
韓
朋
に
矢
文
を
射
る

貞
夫
聞
語
︑
低
頭
却
行
︑
涙
下
如
雨
︒
即
裂
裙
前
三
寸
之
帛
︑
卓
歯
取
血
︑

且
作
私
書
︑
繫
箭
頭
上
︑
射
与
韓
朋
︒
朋
得
此
書
︑
便
即
自
死

　

韓
朋
鏡
２—

５
に
描
か
れ
た
︑
イ—

ヘ
六
場
面
（
図
二—

図
七
（
は
︑
こ
の
よ

う
に
変
文
（
賦
（
と
よ
く
対
応
︑
一
致
し
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
ま
ず
︑
少
な

く
と
も
変
文
（
賦
（
に
お
け
る
︑
韓
朋
鏡
所
見
の
イ—

ヘ
の
部
分
の
成
立
は
︑
間

違
い
な
く
漢
代
以
前
へ
溯
る
も
の
と
見
做
し
て
良
い
︒
さ
ら
に
ま
た
︑
既
述
の
如

く
︑
前
漢
後
期
の
も
の
と
さ
れ
る
敦
煌
漢
簡
に

（

（

図七　ヘ、貞夫、韓朋に矢文を射る

₅



一
七

佛
教
大
学　

文
学
部
論
集　

第
一
〇
五
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
（

書
︑
而
召
榦（
韓
朋
）傰
問
之
︒
榦（
韓
朋
）傰
対
曰
︑
臣
取
婦
二
日
三
夜
︑
去
之
来
游
︑

三
年
不
帰
︑
婦

と
記
さ
れ
る
内
容
は
︑
変
文
（
賦
（
の
冒
頭
部
に
︑

昔
有
賢
士
︑
姓
韓
名
朋
︑
少
小
孤
単
︑
遭
喪
遂
失
其
父
︑
独
養
老
母
︒
謹
身

行
孝
︑
用〔
母
〕身
為
主
意
遠
仕
︒
憶
母
独
注〔
住
〕︑
故
娶
賢
妻
︑
成
功〔
公
〕索〔
素
〕女
︑
始
年
十

七
︑
名
曰
貞
夫
︒
已
賢
至
聖
︑
明
顕
絶
華
︑
刑〔
形
〕容
窈
窕
︑
天
下
更
無
︒
雖
是

女
人
身
︑
明
解
経
書
︑
凡
所
造
作
︑
皆
今〔
合
〕天

符
︒
入
門
三
日
︑
意
合
同
居
︑

共
君
作
誓
︑
各
守
其
軀
︒
君
亦
不
須
再
取〔
娶
〕婦

︑
如
魚
如
水
︑
妾
亦
不
再
改
嫁
︑

死
事
一
夫
︒
韓
朋
出
遊
︑
仕
於
宋
国
︑
期
去
三
年
︑
六
秋
不
帰

と
あ
る
︑
─
線
部
と
悉
く
一
致
し
て
い
る
所
か
ら
︑
変
文
（
賦
（
に
お
け
る
︑

そ
の
冒
頭
部
分
の
成
立
も
︑
漢
代
以
前
に
溯
る
も
の
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
︒
加

え
て
︑
捜
神
記
と
酷
似
す
る
︑
相
思
樹
の
話
─
変
文
（
賦
（
の
大
団
円
を
も
そ

れ
ら
に
併
せ
考
え
る
な
ら
ば
︑
現
行
変
文
（
賦
（
全
体
の
成
立
を
も
︑
漢
代
以
前

に
溯
ら
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
︒
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
︑
そ
の
よ
う
に
考
え

な
い
と
︑
韓
朋
鏡
や
韓
朋
画
象
石
の
研
究
は
︑
一
歩
も
前
へ
進
め
ら
れ
な
い
と
い

う
の
が
︑
最
新
の
韓
朋
物
語
研
究
の
状
況
な
の
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
︑

次
い
で
︑
韓
朋
画
象
石
の
図
像
内
容
を
一
考
し
て
み
た
い
︒
変
文
（
賦
（
の
内
容

は
︑
確
か
に
古
い
︒
し
か
し
︑
現
行
の
変
文
（
賦
（
は
︑
漢
代
の
韓
朋
物
語
そ
の

も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
韓
朋
画
象
石
は
︑
現
行
の
変
文
（
賦
（
の
言
わ
ば
限
界

を
も
︑
次
々
と
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
︒

三

　

図
八
は
︑
呉
氏
蔵
韓
朋
画
象
石
（
図
版
一
（
の
右
半
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
︒

右
に
︑
建
物
の
内
部
で
左
を
向
い
て
坐
る
一
人
の
男
性
（
大
き
目
（︑
左
に
︑
建
物

の
外
部
で
右
を
向
い
て
跪
く
一
人
の
男
性
（
小
さ
目
（
が
描
か
れ
て
い
る
が
︑
本

図
は
一
体
︑
韓
朋
の
物
語
に
お
け
る
︑
ど
の
よ
う
な
場
面
を
描
い
た
も
の
な
の
で

あ
ろ
う
か
︒
上
述
︑
四
点
の
韓
朋
鏡
に
は
︑
本
図
に
該
当
す
る
場
面
が
な
い
が
︑

画
象
石
の
６
︑
８
︑
９
︑
（（
︑
（（
の
左
に
は
︑
そ
れ
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
版
六
︑図八　呉氏蔵韓朋画象石（右半）
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図
版
七
参
照
（︒
但
し
︑
そ
れ
ら
は
全
て
︑
本
図
の
左
右
を
逆
に
し
て
お
り
（
大
き

目
の
人
物
が
左
に
来
て
い
る
︒
（（
の
み
は
︑
本
図
と
同
じ
（︑
ま
た
︑
８
︑
９
︑
（（

の
三
つ
は
︑
二
人
の
男
性
が
共
に
建
物
の
内
部
に
い
る
︒
さ
ら
に
︑
７
︑
（₅
︑
（（

の
三
点
に
も
︑
本
図
と
同
じ
建
物
が
描
か
れ
て
は
い
る
が
（
図
版
六
︑
図
版
八
︑

図
版
九
参
照
︒
７
の
み
︑
本
図
と
左
右
が
逆
（︑
７
︑
（（
は
︑
建
物
な
い
し
︑
階
段

の
下
に
︑
一
人
の
男
性
し
か
お
ら
ず
︑
（₅
に
至
っ
て
は
︑
誰
も
描
か
れ
て
い
な
い
︒

本
図
（
図
八
（
は
︑
そ
の
よ
う
に
後
漢
の
画
象
石
に
頻
出
す
る
︑
よ
く
知
ら
れ
た

場
面
で
あ
っ
た
ら
し
い
が
︑
本
図
こ
そ
は
上
述
︑
敦
煌
漢
簡
に
︑

書
︑
而
召
榦（
韓
朋
）傰
問
之
︒
榦（
韓
朋
）傰
対
曰
︑
臣
取
婦
二
日
三
夜
︑
去
之
来
游
︑

三
年
不
帰
︑
婦

と
あ
る
︑
宋
王
と
韓
朋
（
榦
傰
（
と
の
対
話
の
場
面
を
描
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
︒
変
文
（
賦
（
と
の
対
照
か
ら
す
る
と
︑
敦
煌
漢
簡
は
︑
そ
の
冒
頭
部
分
を
韓

朋
の
口
を
借
り
て
述
べ
さ
せ
た
も
の
で
︑
そ
の
背
景
に
想
定
さ
れ
る
の
が
︑
何
ら

か
の
事
情
が
あ
っ
て
︑
宋
王
が
韓
朋
を
呼
び
出
し
︑
そ
の
妻
の
こ
と
︑
ま
た
︑
韓

朋
と
の
関
係
を
︑
本
人
に
問
い
質
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
事
情
を
示
唆

す
る
の
が
︑
敦
煌
漢
簡
の
一
（
二
（
字
目
の
「
書
」
と
い
う
語
で
あ
り
︑
そ
の
書

と
は
︑
三
年
以
上
過
ぎ
て
も
帰
ら
ぬ
韓
朋
に
対
し
て
︑
変
文
（
賦
（
に
︑「
其
妻
念

之
︑
内
自
発
心
︑
忽
自
執
筆
︑
遂〔
逐
〕字
造
書
︙
︙
其
妻〔
書
〕有
感
︑
直
到
朋
前
︒
韓
朋
得

書
︑
解
読
其
言
︙
︙
懐
書
不
謹
︑
遺
失
殿
前
︒
宋
王
得
之
」
と
さ
れ
る
︑
貞
夫
の

書
に
外
な
ら
ず
︑
有
名
な
所
謂
烏
鵲
歌
の
認
め
ら
れ
た
書
で
も
あ
っ
て
︑
宋
王
が

韓
朋
か
ら
妻
を
奪
う
︑
引
き
金
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
す
る
と
︑
古
く
漢
代
の

韓
朋
物
語
に
は
︑
宋
王
が
︑
韓
朋
に
宛
て
た
貞
夫
の
手
紙
を
入
手
し
︑
韓
朋
本
人

を
呼
び
出
し
て
そ
の
妻
の
事
を
問
い
質
す
と
い
う
︑
一
幕
が
挿
入
さ
れ
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
が
︑
現
行
の
変
文
（
賦
（
は
︑
お
そ
ら
く
内
容
の
重
複
を
嫌
っ
た

た
め
か
︑
そ
れ
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
︒
に
も
関
わ
ら
ず
︑
か
く
考
え
る
根
拠

の
一
は
︑
変
文
系
の
韓
朋
物
語
に
基
づ
く
︑
日
本
の
曾
我
物
語
の
そ
れ
の
冒
頭
部

分
に
︑あ

る
時
︑
か
ん
は
く
︑
む
す
び
た
る
文
を
お
と
し
た
り
︒
王
御
覧
じ
て
︑
い

か
な
る
文
ぞ
と
︑
御
た
づ
ね
あ
り
け
れ
ば
︑
は
れ
︑
宮
仕
暇
な
く
て
︑
日
数

を
を
く
り
︑
家
に
か
へ
ら
ず
候
︒
こ
ゝ
ろ
も
と
な
し
と
て
︑
妻
の
も
と
よ
り

く
れ
た
る
文
と
申
︒
な
を
あ
や
し
み
︑
叡
覧
あ
ら
ん
と
︑
宣
旨
有
︒
か
く
す

べ
き
事
な
ら
ね
ば
︑
叡
覧
に
さ
ゝ
ぐ

と
記
す
一
説
が
存
し
︑
そ
こ
に
は
敦
煌
漢
簡
に
垣
間
見
え
る
王
と
韓
朋
と
の
対
話

が
︑
確
か
に
備
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
か
つ
て
は
そ
の
一
幕
を
備
え
た
物
語

の
テ
キ
ス
ト
も
伝
存
し
︑
曾
我
物
語
な
ど
は
︑
お
そ
ら
く
そ
れ
に
よ
っ
た
に
違
い

な
い
︒
図
八
︑
右
の
人
物
は
︑
宋
王
で
あ
る
︒
左
手
を
差
し
出
し
て
い
る
の
は
︑

貞
夫
の
こ
と
を
説
明
す
る
よ
う
︑
促
す
仕
草
だ
ろ
う
︒
左
の
人
物
が
韓
朋
で
︑
拱

手
し
て
︑「
臣
取
婦
二
日
三
夜
」（
敦
煌
漢
簡
（
以
下
と
答
え
て
い
る
所
で
あ
る
︒

図
八
の
建
物
は
︑
青
陵
台
だ
ろ
う
︒
青
陵
台
の
こ
と
は
︑
後
程
触
れ
よ
う
︒
図
八

と
同
じ
場
面
を
持
つ
画
象
石
は
︑
６
︑
８
︑
９
︑
（（
︑
（（
以
下
多
数
に
上
り
（
図

版
六
︑
図
版
七
参
照
（︑
こ
の
こ
と
は
︑
本
場
面
が
漢
代
に
お
い
て
よ
く
知
ら
れ

る
情
節
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
︒
中
で
︑
建
物
な
い
し
︑
階
段
の

下
に
︑
一
人
し
か
男
性
が
描
か
れ
な
い
７
（
図
版
七
（︑
（（
（
図
版
九
（
な
ど
は
︑

宋
王
に
呼
び
出
さ
れ
︑
待
機
す
る
韓
朋
を
描
い
た
も
の
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑
図
八
か

ら
考
え
れ
ば
︑
韓
朋
鏡
４
︑
イ
の
場
面
（
図
二
の
４
（
も
︑
右
か
ら
韓
朋
（
先
に

は
梁
伯
と
推
定
し
た
（︑
宋
王
と
な
り
︑
宋
王
が
韓
朋
に
問
い
質
し
て
い
る
場
面
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と
考
え
ら
れ
︑
韓
朋
鏡
と
画
象
石
の
強
い
関
連
を
示
す
︑
一
例
に
加
え
る
こ
と
が

出
来
よ
う
︒

　

図
九
は
︑
図
八
の
左
に
続
く
︑
呉
氏
蔵
韓
朋
画
象
石
の
左
半
を
示
し
た
も
の
で

あ
る
︒
図
九
に
は
︑
四
つ
の
題
記
が
あ
っ
て
︑
右
か
ら

　
　

１
下
寺
吏

　

清（
請
）庭
持

２
此
孺
子

３
此
宋
王
二
子

４
此
孺
子
妻

と
判
読
さ
れ
る
（
１
の
こ
と
は
︑
さ
ら
に
後
述
す
る
（︒
図
九
左
端
の
上
部
に
は
︑

も
う
一
人
の
人
物
の
描
か
れ
て
い
た
痕
跡
が
残
っ
て
お
り
︑
そ
れ
は
︑
お
そ
ら
く

宋
王
で
あ
ろ
う
︒
右
の
四
題
記
の
中
で
︑
後
述
１
と
共
に
珍
し
く
貴
重
な
の
が
︑

４
「
此
宋
王
二
子
」
と
さ
れ
る
題
記
で
あ
る
︒
本
題
記
は
︑
図
九
左
下
に
描
か
れ

た
︑
拱
手
し
て
右
向
き
に
立
つ
︑
二
人
の
子
供
に
付
さ
れ
た
も
の
で
（
左
の
子
は
︑

後
方
︿
左
﹀
を
振
り
返
っ
て
い
る
（︑
そ
れ
は
︑
図
九
の
二
人
の
子
供
達
が
︑
宋
王

と
貞
夫
と
の
間
に
生
ま
れ
た
子
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
ま
ず
本
題
記
の
こ

と
か
ら
検
討
し
よ
う
︒
本
題
記
を
考
え
る
際
︑
極
め
て
重
要
と
な
る
資
料
が
一
点

存
し
︑
そ
れ
が
（（
山
東
東
平
石
馬
荘
後
漢
画
象
石
で
あ
る
（
図
版
七
参
照
（︒
当

画
象
石
は
︑
今
か
ら
二
十
年
以
上
前
の
一
九
九
七
年
に
出
土
し
た
も
の
だ
が
︑
原

石
は
︑
そ
の
後
埋
め
戻
さ
れ
︑
見
る
こ
と
が
出
来
ず
︑
東
平
県
博
物
館
に
拓
本
が

残
さ
れ
て
い
る
（
趙
超
氏
教
示
（︒
そ
し
て
︑
韓
朋
図
と
し
て
の
当
画
象
石
を
紹

介
さ
れ
た
の
は
︑
陳
秀
慧
氏
で
あ
る（（（
（

︒
さ
て
︑
（（
に
は
三
つ
の
榜
題
題
記
が
記
さ

れ
︑
左
か
ら
︑

図九　呉氏象韓朋画象石（左半）



二
〇

韓
朋
溯
源
㈡
（
黒
田　

彰
（宋

王
立
子
二
人

信
夫

と
あ
る
︒
図
十
は
︑
便
宜
的
に
（（
を
Ａ
︑
Ｂ
︑

Ｃ
の
三
つ
の
場
面
に
分
け
て
掲
げ
た
も
の
で

あ
る
︒
そ
し
て
︑
呉
氏
蔵
韓
朋
画
象
石
に
お

け
る
︑
件
の
「
此
宋
王
二
子
」
と
関
わ
る
の

が
︑
図
十
Ｂ
の
︑「
立
子
二
人
」
題
記
で
あ
る
︒

図
十
は
左
か
ら
︑
Ａ
に
二
人
の
侍
者
（
右
向

き
（︑
宋
王
（
右
向
き
（︑
韓
朋
（
左
向
き
（︑

Ｂ
に
二
人
の
子
供
（
正
面
を
向
い
て
右
を
見

る
（︑
信
夫
（
貞
夫
︒
正
面
向
き
（︑
侍
者

（
左
向
き
（︑
Ｃ
に
韓
朋
（
右
向
き
（
を
描

い
て
お
り
（
後
述
（︑
Ｂ
の
二
人
の
子
供
及
び
︑

「
立
子
二
人
」
題
記
は
︑
そ
の
二
人
の
子
供

が
︑
貞
夫
（
信
夫
（
と
宋
王
（
Ａ
（
と
の
間

に
生
ま
れ
た
子
供
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
す
も

の
と
考
え
ら
れ
る
︒「
立
子
二
人
」
と
は
︑

宋
王
が
そ
の
二
人
の
子
を
正
式
に
自
分
の
子
︑

即
ち
︑
王
子
と
し
て
認
定
し
た
と
い
う
こ
と

だ
ろ
う
︒
（（
は
︑
図
十
の
Ａ
︑
Ｂ
︑
Ｃ
の
如

く
三
場
面
か
ら
成
る
も
の
と
考
え
ら
れ
︑
本

図
（
図
九
（
の
「
此
宋
王
二
子
」
下
の
二
人

の
子
供
は
︑
図
十
Ｂ
の
「
立
子
二
人
」
下
の
二
人
の
子
供
に
該
当
す
る
の
で
︑
本

図
の
「
此
宋
王
二
子
」
の
図
像
は
︑
図
十
︑
（（
Ｂ
に
対
応
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ

る
︒
そ
の
二
子
の
右
に
︑
正
面
を
向
い
て
立
つ
女
性
に
は
︑「
信
夫
」
の
榜
題
が
付

さ
れ
る
が
（「
信
夫
」
の
榜
題
は
︑
（（
に
も
見
え
る
︒
図
版
七
参
照
（︑
そ
の
女
性

は
︑
貞
夫
と
考
え
ら
れ
︑
そ
の
右
の
︑
左
向
き
に
立
つ
女
性
は
︑
侍
者
で
あ
る
︒

ヒ
ロ
イ
ン
の
名
称
に
使
用
さ
れ
る
︑
貞
と
信
と
は
︑
意
味
上
の
同
字
で
あ
っ
て

（
唐
︑
李
鼎
祚
撰
︑
周
易
集
解
一
︑「
貞
固
足
以
幹
事
」︿
周
易
一
乾
﹀
に
引
か
れ

る
隋
︑
何
妥
の
注
に
︑「
貞
︑
信
也
」
な
ど
と
あ
る
（︑
音
も
ま
た
︑
近
い
（
貞

zhēn
︑

信
shēn
（︒
な
お
︑
真

zhēn
（
将
門
記
（
と
貞

zhēn
と
は
︑
同
音
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
貞
︑

信
︑
真
の
三
字
は
︑
古
く
か
ら
「
誠
」
と
い
う
意
味
上
の
同
字
と
さ
れ
て
来
た
か

ら
（
文
選
十
五
︑
張
衡
「
思
玄
賦
」
の
「
慕
古
人
之
貞
節
」
旧
注
に
︑「
貞
︑
誠

也
」︑
説
文
解
字
三
上
に
︑「
信
︑
誠
也
」︑
荀
子
一
勧
学
「
真
積
力
久
則
入
」
の
唐
︑

楊
倞
注
に
︑「
真
︑
誠
也
」
な
ど
と
見
え
る
（︑
貞
︑
信
︑
真
は
︑
広
く
通
用
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
な
ら
ば
︑
貞
︑
信
︑
真
の
内
の
ど
れ
が
ヒ
ロ
イ
ン
の
原

名
或
い
は
︑
原
字
か
と
い
う
点
は
︑
な
お
今
後
の
検
討
課
題
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

そ
し
て
︑
図
十
︑
（（
ｂ
の
場
面
は
︑
図
九
の
︑「
此
宋
王
二
子
」
と
題
記
さ
れ
る
二

子
と
共
に
︑
貞
夫
（
信
夫
（
と
Ａ
の
宋
王
と
の
間
に
は
︑
二
人
の
子
が
生
ま
れ
た

こ
と
を
表
す
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
︒
興
味
深
い
の
は
︑
図
十
の
Ａ
の
場
面
で
あ
る
︒

立
つ
か
（
図
十
（︑
坐
る
か
（
図
八
（
の
違
い
は
あ
る
が
︑
宋
王
（「
宋
王
」
の
榜

題
が
あ
る
（
と
そ
の
右
の
韓
朋
と
の
二
人
の
仕
草
は
︑
図
八
の
二
人
と
全
く
同
じ

で
あ
る
（
但
し
︑
左
右
は
逆
︒
Ａ
の
左
半
は
︑
二
人
の
侍
者
（︒
即
ち
︑
図
十
︑
（（

Ａ
は
︑
図
八
同
様
︑
宋
王
が
韓
朋
に
妻
の
こ
と
を
問
う
て
い
る
場
面
な
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
Ｃ
は
︑
矢
文
を
負
っ
て
右
方
へ
逃
げ
る
韓
朋
を
描
い
て
お
り
︑
結
局
︑
（（

図十　（（の三場面
Ａ Ｂ Ｃ
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は
︑
上
記
Ａ
︑
Ｂ
︑
Ｃ
の
三
場
面
か
ら
成
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
さ
て
︑
そ
の

（（
Ｂ
や
︑
図
九
の
二
子
の
話
は
︑
変
文
（
賦
（
に
は
全
く
見
え
ず
︑
漢
代
の
韓
朋

物
語
に
は
備
わ
っ
て
い
た
が
︑
現
行
の
変
文
（
賦
（
か
ら
は
︑
い
つ
し
か
脱
落
し

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
話
は
︑
お
そ
ら
く
変
文
（
賦
（
に
お
い
て
︑
貞

夫
が
皇
后
と
な
っ
て
後
︑
馬
を
飼
う
韓
朋
と
再
会
す
る
前
の
︑
何
処
か
に
挿
入
さ

れ
て
い
た
に
違
い
な
い
︒
図
九
の
二
子
や
図
十
︑
（（
Ｂ
を
通
じ
て
窺
わ
れ
る
こ
と

は
︑
漢
代
の
韓
朋
物
語
は
︑
現
行
の
変
文
（
賦
（
に
比
し
て
︑
例
え
ば
貞
夫
の
体

は
︑
誰
の
も
の
で
︑
心
は
誰
の
も
の
か
と
い
う
点
が
︑
よ
り
深
刻
で
切
実
に
︑
換

言
す
れ
ば
︑
残
酷
に
描
か
れ
て
い
た
も
の
ら
し
い
︒
同
じ
こ
と
は
︑
図
八
や
図
十
︑

Ａ
か
ら
想
定
さ
れ
る
︑
宋
王
が
直
接
︑
韓
朋
に
妻
の
こ
と
を
問
い
質
す
と
い
う
︑

情
節
に
対
し
て
も
指
摘
さ
れ
る
︒

　

韓
朋
鏡
１—

４
に
は
︑
乳
を
区
切
り
と
す
る
イ—
ヘ
と
い
う
︑
物
語
の
流
れ
に

添
っ
た
六
場
面
の
整
然
と
し
た
配
置
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
前
述
︑
森
下
氏

は
︑

こ
う
し
た
特
徴
を
も
っ
た
図
像
が
︑
少
数
例
し
か
な
い
銅
鏡
図
像
の
中
で
創

造
さ
れ
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
ず
︑
画
巻
の
よ
う
な
粉
本
の
存
在
を
想
定
で

き
る
︒
銅
鏡
は
そ
れ
を
部
分
的
に
写
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
︒
漢

代
に
お
い
て
︑
連
続
す
る
場
面
ご
と
に
絵
を
変
え
︑
複
数
の
場
面
で
構
成
さ

れ
る
説
話
画
が
あ
っ
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
両
鏡
の
年
代
は
一

世
紀
前
後
に
位
置
づ
け
ら
れ
︑
こ
の
時
期
の
江
南
地
方
に
お
い
て
︑
そ
う
し

た
説
話
画
が
普
及
し
て
い
た
も
の
と
想
像
で
き
る

と
指
摘
さ
れ
て
い
る（（（
（

︒
同
じ
こ
と
は
︑
図
八
（
１
（
や
図
十
（
（（
（
な
ど
の
画
象

石
に
関
し
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
︑
思
い
起
こ
せ
ば
︑
今
か
ら
二
十
年
程
前
︑

幼
学
の
会
に
お
い
て
︑
武
梁
祠
や
和
林
格
爾
後
漢
壁
画
墓
の
孝
子
伝
図
が
話
題
に

な
っ
た
時
︑
私
が
後
漢
時
代
に
は
孝
子
伝
図
画
巻
が
粉
本
と
し
て
あ
っ
た
筈
だ
と

述
べ
た
折
︑
東
野
治
之
氏
が
︑「
い
や
︑
前
漢
で
し
ょ
う
」
と
訂
正
さ
れ
た
の
で
︑

驚
愕
し
た
こ
と
が
あ
る（（（
（

︒
森
下
氏
な
ど
の
言
を
見
る
と
︑
当
時
の
単
な
る
仮
説
が

銅
鏡
の
研
究
に
あ
っ
て
も
現
実
味
を
帯
び
つ
つ
あ
る
こ
と
が
実
感
さ
れ
︑
隔
世
の

観
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
︒
私
も
前
漢
末
︑
韓
朋
鏡
の
粉
本
と
な
っ
た

韓
朋
物
語
画
巻
の
存
在
を
想
定
す
る
も
の
だ
が
︑
粉
本
と
実
際
の
図
像
と
の
関
係

は
︑
単
純
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
典
型
的
な
例
は
︑
例
え
ば
韓
朋
鏡
２
︑
３
︑

５
の
ヘ
の
場
面
に
描
か
れ
た
上
述
︑
二
子
の
図
像
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
（
図
七

参
照
（︒
即
ち
︑
韓
朋
に
矢
文
を
射
る
貞
夫
の
︑
弓
の
下
に
二
子
が
描
か
れ
て
い

る
の
で
あ
る
（
３
︑
イ
︒
２
︑
５
は
︑
両
腕
の
下
（︒
こ
の
構
図
は
︑
本
図
（
図

九
（
も
同
じ
で
あ
り
︑
画
象
石
の
６
︑
７
︑
８
︑
９
︑
（（
（
但
し
︑
二
子
は
貞
夫

の
前
後
に
描
か
れ
る
（︑
（（
︑
（₄
（
以
上
︑
左
右
反
転
（︑
（₇
︑
（₈
︑
（（
も
同
じ
で

あ
る
（
（₅
は
︑
一
子
の
み
︒
（₉
不
明
（︒
さ
て
︑
図
十
︑
（（
の
Ｂ
の
場
面
に
も
︑
貞

夫
（
信
夫
（
の
左
に
二
子
が
描
か
れ
︑
一
見
︑
本
図
（
図
九
（
に
似
る
が
︑
（（
Ｂ

の
貞
夫
は
︑
弓
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
し
た
い
︒
つ
ま
り
︑
そ
れ
は
︑
貞

夫
が
韓
朋
に
矢
文
を
射
る
場
面
で
は
な
い
ら
し
い
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
画
象
石
の

（（
︑
（₆
を
見
る
と
︑
矢
文
を
射
る
貞
夫
の
傍
ら
に
は
︑
二
子
が
描
か
れ
て
お
ら
ず
︑

む
し
ろ
（（
︑
（₆
の
構
図
の
方
が
︑
貞
夫
の
矢
文
を
射
る
︑
本
来
の
場
面
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
︒
だ
か
ら
︑
（（
Ｂ
の
場
面
や
︑
（（
︑
（₆
の
場
面
︑
ま
た
︑
変
文

（
賦
（
か
ら
考
え
て
︑
韓
朋
鏡
の
２
︑
３
︑
５
の
ヘ
の
場
面
や
︑
本
図
（
図
九
（

以
下
に
見
ら
れ
る
二
子
に
つ
い
て
は
︑
貞
夫
が
宋
王
と
の
間
に
二
子
を
儲
け
た
場

面
の
二
子
（
（（
Ｂ
（
が
︑
貞
夫
が
韓
朋
に
矢
文
を
射
る
場
面
へ
と
︑
移
し
重
ね
ら
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れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
同
様
に
︑
６
以
下
の
矢
文
を
射
る
貞
夫
の

右
︑
ま
た
は
︑
左
に
︑
必
ず
と
言
っ
て
良
い
程
登
場
す
る
宋
王
に
関
し
て
も
︑
本

来
（（
Ｂ
の
場
面
に
貞
夫
と
共
に
登
場
す
る
筈
の
宋
王
が
︑
矢
文
を
射
る
貞
夫
の
傍

ら
に
︑
重
ね
移
さ
れ
た
結
果
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
（
６
︑
７
︑
８
︑
９
︑
（（
︑

（（
︑
（₆
︑
（₇
︑
（₈
︑
（（
（︒
こ
の
よ
う
に
︑
図
九
の
場
面
の
成
り
立
ち
は
︑
決
し
て

単
純
で
は
な
い
︒

　

図
九
に
は
上
述
︑
３
「
此
宋
王
二
子
」
題
記
の
他
︑
な
お
１
︑
２
︑
４
の
三
つ

の
題
記
が
見
え
る
︒
図
十
一
に
掲
げ
る
の
は
︑
図
九
の
右
上
に
記
さ
れ
た
１
︑
２

の
題
記
部
分
で
あ
る
︒
そ
れ
ら
は
︑

１
下
寺
吏

　

清（
請
）庭

持

２
此
孺
子

と
判
読
さ
れ
る
が
（
趙
超
氏
教
示
（︑
１
は
︑
今
般
の
１
呉
氏
蔵
韓
朋
画
象
石
の

出
現
に
よ
り
始
め
て
知
ら
れ
た
題
記
で
︑
他
に
は
全
く
所
見
の
な
い
︑
非
常
に
貴

重
な
も
の
で
あ
る
︒
今
︑
２
（
３
︑
４
（
は
︑
問
題
な
い
と
し
て
︑
さ
て
︑
１
は

一
体
︑
何
を
言
お
う
と
す
る
題
記
な
の
か
︒
１
に
つ
い
て
は
︑
幾
つ
か
の
ア
プ
ロ

ー
チ
が
可
能
だ
が
︑
こ
こ
で
は
︑
１
の
左
行
「
清（

請
）庭
持
」
の
三
字
目
「
持
」
に
注

目
し
て
み
た
い
︒
後
漢
︑
劉
熙
撰
の
釈
名
五
釈
宮
室
を
見
る
と
︑

台
︑
持
也
︒
築
土
堅
高
︑
能
自
勝
也

と
す
る
記
述
が
あ
っ
て
漢
代
︑
台
の
こ
と
を
持
と
称
し
た
ら
し
い
︒
そ
れ
は
︑
台

が
土
を
高
く
築
き
︑
そ
の
上
に
な
お
高
く
木
造
の
建
物
を
築
い
て
︑
そ
れ
で
も
全

く
揺
る
ぎ
の
な
い
こ
と
に
由
来
す
る
が
（
台
に
関
し
て
は
︑
関
野
雄
氏
の
「
台
榭

考—

中
国
古
代
の
高
台
建
築
に
つ
い
て—

」︿
同
氏
『
中
国
考
古
学
研
究
』（
東
京

大
学
出
版
会
︑
昭
和
（（
︿
一
九
五
六
﹀
年
（
Ⅲ
五
所
収
﹀
に
詳
し
い
（︑
釈
名
に
よ

れ
ば
︑
本
題
記
の
「
持
」
は
︑
台
─
青
陵
台
の
こ
と
と
解
釈
さ
れ
る
︒
そ
も
そ

も
青
陵
台
と
言
え
ば
︑
変
文
（
賦
（
に
︑
宋
王
が
身
体
を
損
じ
ら
れ
た
韓
朋
に
対

し
︑「
並
着
故
破
之
衣
裳
︑
使
築
清〔
青
〕陵

之
台
」
と
し
︑
ま
た
︑
捜
神
記
に
︑「
王
囚

之
︹
韓
朋
︺︑
論
為
城
旦
」
と
あ
っ
た
通
り
（
城
旦
は
︑
朝
早
く
か
ら
城
の
修
築
に

就
か
せ
る
労
働
刑
で
︑
刑
期
は
四
年
と
さ
れ
る
︿
漢
書
二
恵
帝
紀
二
の
応
劭
注
﹀（︑

妻
を
奪
わ
れ
た
後
の
韓
朋
の
処
遇
を
め
ぐ
っ
て
︑
重
要
な
役
割
を
果
し
た
台
に
外

図十一　題記１（右）、２（左）
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な
ら
な
い
︒
そ
し
て
︑
持
が
青
陵
台
を
差
す
と
す
る
と
︑
持
の
上
の
「
庭
」
は
︑

直
す
（
詩
経
小
雅
「
大
田
」
の
「
既
庭
且
碩
」
毛
伝
に
︑「
庭
︑
直
也
」
と
あ
る
（︑

或
い
は
︑
正
す
（
文
選
二
︑
張
衡
の
西
京
賦
「
参
塗
夷
庭
」
李
善
注
に
︑「
庭
︑
猶

正
也
」
と
あ
る
（
な
ど
の
意
味
も
あ
る
か
ら
︑
１
の
左
行
の
「
清（
請
）庭

持
」
は
︑
韓

朋
を
し
て
台
（
持
（
を
直
（
庭
（
さ
し
め
ん
と
請も
と

（
清
（
む
と
読
む
こ
と
が
出
来

よ
う
︒
そ
し
て
︑
１
の
右
行
「
下
寺
吏
」
の
寺
吏
は
︑
役
人
︑
つ
ま
り
獄
吏
で
あ

っ
て
︑
題
記
１
「
下
寺
吏
清
庭
持
」
は
︑

下
㆓

寺
吏
請
レ

庭
㆑

持
（
寺
の
吏
に
︹
韓
朋
を
し
て
︺
持
︿
台
﹀
を
庭な
お

さ
し
め
ん

と
請も
と

︿
清
﹀
む
る
を
下
す
（

と
読
ん
で
︑
宋
王
が
獄
吏
に
対
し
︑
韓
朋
に
青
陵
台
を
修
築
さ
せ
る
よ
う
に
求
め

る
︑
命
令
を
下
し
た
と
い
う
風
に
解
釈
す
る
こ
と
が
出
来
る
︒
も
し
こ
の
解
釈
が

正
し
け
れ
ば
︑
変
文
（
賦
（
に
お
け
る
︑
題
記
１
に
該
当
す
る
部
分
も
︑
や
は
り

漢
代
と
へ
溯
る
︑
大
変
古
い
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
︒
す
る
と
︑
図
九
の
右
に
描
か

れ
る
韓
朋
は
︑
貞
夫
の
射
た
矢
文
を
負
っ
て
︑
青
陵
台
の
階
段
（
梯
（
を
上
っ
て

い
る
が
︑
題
記
１
は
︑
韓
朋
が
そ
の
よ
う
に
︑
己
れ
の
妻
か
ら
逃
げ
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
っ
た
︑
経
緯
を
説
明
す
る
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う（（（
（

︒
そ
し
て
︑

そ
の
題
記
１
を
︑
例
え
ば
図
八
に
お
け
る
︑
屋
根
下
の
二
人
の
人
物
に
掛
る
も
の

と
捉
え
る
な
ら
ば
︑
右
を
宋
王
︑
左
を
獄
吏
と
す
る
解
釈
も
成
り
立
ち
得
よ
う
こ

と
を
付
言
し
て
︑
な
お
大
方
の
教
示
を
乞
い
た
い
︒

　

図
九
の
中
心
と
な
る
図
柄
は
︑
何
と
言
っ
て
も
画
面
左
の
︑
左
手
に
弓
を
持
ち
︑

右
向
き
に
立
っ
て
矢
を
放
つ
女
性
（「
此
孺
子
之
妻
」
の
題
記
が
あ
る
（
と
︑
右
足

を
階
段
に
掛
け
︑
後
ろ
（
左
（
を
振
り
返
り
な
が
ら
︑
右
を
向
い
て
逃
げ
る
男
性

（「
此
孺
子
」
の
題
記
が
あ
る
（
で
あ
ろ
う
︒
男
性
は
︑
肩
に
担
い
だ
荷
物
に
矢
が

刺
さ
り
︑
矢
か
ら
左
下
に
下
が
っ
た
紐
の
先
に
︑
矢
文
が
付
い
て
い
る
︒
言
う
ま

で
も
な
く
︑
左
の
女
性
が
貞
夫
（
信
夫
（
で
あ
り
︑
右
の
男
性
が
韓
朋
で
あ
る
︒

ま
ず
図
九
の
残
る
二
つ
の
題
記
︑

２
此
孺
子

４
此
孺
子
妻

に
︑
韓
朋
の
こ
と
を
「
孺
子
」（
子
供
の
意
（
と
呼
ん
で
い
る
問
題
か
ら
検
討
す
る

（
（（
に
も
「
孺
子
」
の
榜
題
が
あ
る
（︒
変
文
（
賦
（
に
お
け
る
烏
鵲
歌
─
其
の

一
︒
韓
朋
が
落
と
し
︑
宋
王
が
拾
っ
た
こ
と
か
ら
︑
事
件
の
発
端
と
な
る
歌
謡

─
を
共
有
し
︑
そ
こ
か
ら
韓
朋
物
語
と
起
源
を
同
じ
く
し
つ
つ
︑
或
る
時
点
で

分
か
れ
て
別
話
を
形
成
す
る
に
到
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
資
料
の
一
つ
に
︑
韓
重
物

語
と
い
う
も
の
が
あ
る
（
韓
重
は
︑
ヒ
ー
ロ
ー
の
名
︒
ヒ
ロ
イ
ン
の
そ
れ
を
取
れ

ば
︑
紫
玉
物
語
︒
捜
神
記
十
六
₃₉₆
等
︒
古
く
越
絶
書
︿
呉
地
記
︑
女
墳
湖
条
所
引
﹀

に
あ
っ
た
ら
し
い
（︒
韓
重
物
語
は
︑
呉
王
夫
差
が
娘
の
紫
玉
（
幼
玉
（
と
韓
重
の

仲
を
裂
き
︑
た
め
に
ヒ
ロ
イ
ン
が
死
ん
で
︑
死
後
に
や
は
り
霊
異
を
表
わ
す
と
い

う
も
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
︑
韓
重
が
︑「
童
子
韓
重
」（
捜
神
記
（︑

「
書
生
韓
重
」（
越
絶
書
（
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
で
︑
こ
の
こ
と
か
ら
漢
代

以
前
︑
韓
朋
が
「
孺
子
」
と
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ

れ
も
同
源
の
資
料
の
一
と
見
ら
れ
る
︑
韓
寿
物
語
（
世
説
新
語
六
惑
溺
５
（
に
お

け
る
韓
寿
な
ど
︑
人
の
越
え
ら
れ
な
い
塀
を
易
々
と
越
え
る
能
力
を
持
っ
て
お
り
︑

伝
奇
に
お
い
て
︑
不
思
議
な
能
力
を
備
え
た
若
者
が
童
子
︑
書
生
と
称
さ
れ
る
場

合
が
あ
る
︒
韓
朋
も
死
後
︑
宋
王
の
首
を
斬
り
落
と
す
ま
で
︑
種
々
の
霊
異
を
表

わ
す
若
者
だ
っ
た
か
ら
︑
そ
の
意
味
で
「
孺
子
」
と
称
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

し
か
し
︑「
孺
子
」
の
称
は
︑
画
象
石
に
そ
の
名
残
を
留
め
る
の
み
で
︑
変
文
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（
賦
（︑
捜
神
記
等
か
ら
は
姿
を
消
し
て
し
ま
う
︑
情
節
の
一
つ
と
見
做
さ
れ
る
︒

　

図
九
の
韓
朋
を
始
め
︑
画
象
石
に
お
け
る
︑
矢
文
を
負
う
韓
朋
は
︑
殆
ど
が
逃

げ
る
姿
態
に
描
か
れ
て
い
る
︒
韓
朋
は
何
故
︑
逃
げ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
変
文
（
賦
（

に
よ
れ
ば
︑
韓
朋
と
貞
夫
が
再
会
す
る
の
は
︑
韓
朋
鏡
の
ホ
︑
韓
朋
︑
囚
徒
と
し

て
馬
を
飼
う
場
面
で
見
た
通
り
︑
そ
の
よ
う
な
状
況
の
韓
朋
を
︑
貞
夫
が
訪と

う
た

時
で
あ
る
︒
そ
の
本
文
に
も
︑「
見
妾
羞
恥
︑
把
草
遮
面
」
と
か
︑「
取
草
遮
面
︑

避
妾
隠
蔵
」
と
︑
韓
朋
が
貞
夫
を
避
け
よ
う
と
し
た
様
子
が
記
さ
れ
て
は
い
る
が
︑

韓
朋
が
貞
夫
か
ら
実
際
に
逃
げ
た
こ
と
は
︑
全
く
記
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
例
え
ば
図

九
に
描
か
れ
た
よ
う
な
︑
韓
朋
の
逃
走
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
理
由
を
考
え
て
み
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
思
う
に
︑
韓
朋
は
︑
身
体
を
損
な
わ
れ
︑
城
旦
（
捜
神
記
（

に
落
と
さ
れ
た
時
か
ら
︑
死
ぬ
こ
と
を
決
意
し
て
い
た
に
違
い
な
い
︒
あ
と
は
何

時
死
ぬ
か
だ
け
の
問
題
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
そ
の
時
は
︑
貞
夫
に
己
れ
の
気
持

を
伝
え
た
時
で
あ
る
︒
果
し
て
︑
貞
夫
と
再
会
し
た
時
︑
韓
朋
は
︑
次
の
よ
う
な

歌
を
贈
っ
て
い
る
（
変
文
︿
賦
﹀
の
④
韓
朋
が
愛
を
問
う
貞
夫
の
問
い
に
答
え
た

歌
（︒南

山
有
樹
︑
名
曰
荆
蕀〔
棘
〕︑

一
技〔
枝
〕両

刑〔
茎
〕︑

葉
小
心
平
︒
形
容
燋〔
憔
〕悴

︑
無
有
心
情
︒

蓋
聞
東
流
之
水
︑
西
海
之
魚
︑
去
賤
就
貴
︑
於
意
如
何

謎
掛
け
歌
の
体
裁
を
取
る
が
︑
要
は
︑
権
力
を
持
つ
宋
王
に
は
逆
ら
え
ず
︑
貴あ
な
た方

（
貞
夫
（
と
は
添
い
遂
げ
ら
れ
な
い
（
自
分
は
︑
死
ぬ
覚
悟
で
あ
る
（︒
貴
方
は
︑

ど
う
す
る
つ
も
り
か
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
韓
朋
に
は
︑
力
も
富
も
あ
る
宋
王

に
︑
貞
夫
が
思
い
を
寄
せ
て
も
当
然
だ
と
い
う
︑
全
て
に
対
す
る
諦
め
の
気
持
の

あ
る
一
方
︑
韓
朋
の
問
い
を
聴
く
貞
夫
の
様
子
か
ら
︑
貞
夫
の
答
え
も
分
か
っ
た

筈
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
韓
朋
は
︑
答
え
を
聞
い
た
時
が
︑
貞
夫
（
ま
た
︑
己
れ
（

の
死
ぬ
時
で
あ
る
こ
と
を
悟
り
︑
以
後
︑
貞
夫
を
死
な
せ
ま
い
と
︑
つ
ま
り
︑
答

え
さ
せ
ま
い
と
︑
貞
夫
か
ら
逃
げ
回
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
だ
か
ら
︑
貞
夫
は
︑

ど
う
し
て
も
答
え
を
聞
こ
う
と
し
な
い
韓
朋
に
対
し
︑
一
計
を
案
じ
て
︑
己
れ
の

血
で
認
め
た
︑
矢
文
を
射
掛
け
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
う
い
っ
た
経
緯
は
︑

変
文
（
賦
（
に
は
一
切
︑
出
て
来
な
い
が
︑
図
九
を
始
め
と
す
る
画
象
石
の
図
像

か
ら
は
︑
漢
代
の
韓
朋
物
語
に
そ
の
よ
う
な
情
節
の
備
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
︑
十

分
に
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
図
九
の
矢
か
ら
下
が
っ
て
い
る
︑
貞
夫

の
返
答
は
や
は
り
︑

天
雨
霖
霖
︑
魚
游
池
中
︒
大
鼓
無
声
︑
小
鼓
無
音

と
言
う
歌
で
あ
り
（
変
文
︿
賦
﹀
⑤
貞
夫
が
矢
に
付
け
て
韓
朋
に
放
っ
た
歌
（︑

「
大
鼓
無
声
」
は
︑
貞
夫
が
韓
朋
の
死
を
悟
り
︑「
小
鼓
無
音
」
は
︑
自
分
も
死
ぬ

覚
悟
で
あ
る
と
︑
韓
朋
に
報
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
因
み
に
︑
捜
神
記
で
は
︑
歌

の
形
が
︑

其
雨
淫
淫
︑
河
大
水
深
︑
日
出
当
心

と
違
っ
た
形
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
が
︑
そ
の
「
日
出
当
心
」
の
蘇
賀
の
謎
解
き

に
︑「
日
出
当
心
︑
必
有
死
志
也
」
と
︑
そ
の
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
︒
さ
て
︑

貞
夫
か
ら
逃
げ
回
っ
た
韓
朋
だ
が
︑
貞
夫
の
矢
文
を
読
ん
だ
韓
朋
は
︑
そ
れ
で
自

ら
の
髪
を
結
び
︑
自
殺
し
て
し
ま
う
︒
そ
の
経
緯
を
︑
変
文
（
賦
（
は
︑

朋
得
此
書
︑
便
即
自
死

と
し
か
記
さ
な
い
（
捜
神
記
「
俄
而
憑
乃
自
殺
」（︒
そ
れ
は
余
り
に
も
簡
略
過
ぎ

る
記
述
で
あ
っ
て
︑
私
達
は
︑
韓
朋
が
亡
く
な
っ
た
具
体
的
な
状
況
を
︑
何
一
つ

知
る
こ
と
が
協
わ
な
い
︒
な
ら
ば
︑
韓
朋
は
一
体
︑
何
処
で
ど
の
よ
う
に
し
て
死

ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
の
ヒ
ン
ト
は
ま
ず
︑
例
え
ば
図
九
（
１
（
以
下
の
図
像
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佛
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五
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
（

に
あ
り
そ
う
だ
︒
図
九
の
韓
朋
が
右
足
を
掛
け
る
階
段
は
︑
青
陵
台
へ
上
る
た
め

の
階
段
で
︑
そ
の
右
に
続
く
建
物
が
︑
青
陵
台
で
あ
る
︒
因
み
に
︑
前
述
の
如
く
︑

青
陵
台
の
全
貌
は
︑
韓
朋
鏡
２
︑
ホ
の
右
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
（
図
版
二
ｂ
︑

図
六
︑
ホ
（︒
台
（
台
榭
（
は
︑
中
国
古
代
に
盛
ん
に
造
ら
れ
た
高
層
の
建
築
物
だ

が
︑
南
北
朝
時
代
を
境
と
し
て
全
く
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
︑
実
態
の
よ
く

分
か
ら
な
い
建
物
と
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
関
野
論
文
︑
ま
た
︑
林
巳
奈
夫
氏
『
漢

代
の
文
物
』︿
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
︑
昭
和
₅（
（
一
九
七
六
（
年
﹀
四

（
一
（
⑸
台
参
照
（︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
２
の
ホ
に
描
か
れ
た
青
陵
台
の
図
は
︑
非

常
に
貴
重
な
資
料
と
す
べ
き
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
（
校
正
中
︑
趙
超
氏
よ
り
︑
安

陽
隋
麴
慶
墓
か
ら
︑
晋
︿
衛
と
も
﹀
献
公
の
蘇
太
子
が
霊
台
に
至
っ
た
時
︑
車
の

左
輪
に
蛇
が
巻
き
付
い
た
話
︿
新
序
七
節
士
︑
論
衡
五
異
虚
に
見
え
る
﹀
を
描
く
︑

石
床
が
出
土
し
た
旨
の
教
示
を
賜
っ
た
︒
隋
代
の
も
の
で
は
あ
る
が
︑
そ
の
画
面

左
に
も
︑
２
の
ホ
と
酷
似
す
る
︑
見
事
な
霊
台
の
図
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
報

告
︑
付
言
し
て
お
き
た
い
（︑
今
改
め
て
注
目
し
た
い
の
は
︑
２
の
ホ
の
青
陵
台

の
階
段
の
下
（
馬
の
左
（
に
︑
極
め
て
小
さ
な
一
人
の
男
性
が
︑
右
を
向
い
て
立

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
笏
を
持
つ
か
（︒
そ
れ
も
お
そ
ら
く
韓
朋
で
あ
っ
て

（
馬
の
右
の
大
き
な
人
物
も
同
じ
（︑
そ
の
青
陵
台
は
無
論
︑
ホ
韓
朋
囚
徒
と
し

て
馬
を
飼
う
場
面
の
背
景
に
違
い
な
い
が
︑
一
方
︑
韓
朋
鏡
に
お
い
て
も
場
面
の

重
ね
合
わ
せ
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
併
せ
れ
ば
（
ヘ
の
二
子
な
ど
（︑
２

の
ホ
の
左
に
見
え
る
青
陵
台
と
韓
朋
と
は
︑
明
ら
か
に
図
八
な
い
し
︑
図
九
に
描

か
れ
た
韓
朋
と
青
陵
台
と
に
深
く
関
わ
っ
て
お
り
︑
な
お
今
後
の
検
討
課
題
と
す

べ
き
で
あ
る
︒

　

図
九
の
矢
文
を
背
に
受
け
た
韓
朋
は
︑
こ
の
後
に
死
ぬ
こ
と
に
な
る
が
︑
そ
れ

は
︑
矢
文
を
読
ん
で
か
ら
の
こ
と
で
︑
図
九
︑
ま
た
︑
６
以
下
の
階
段
を
上
る
韓

朋
の
姿
態
は
︑
恰
も
韓
朋
が
青
陵
台
に
上
っ
て
︑
投
身
自
殺
す
る
こ
と
を
表
わ
す

か
の
如
く
で
あ
る
︒
変
文
（
賦
（
に
︑「
宋
王
即
遣
人
城
東
︑
輇〔

掘
〕百

丈
之
曠〔
壙
〕︑

三
公

葬
之
礼
也
」
と
︑
韓
朋
の
墓
が
青
陵
台
の
東
に
造
ら
れ
た
の
も
︑
そ
の
亡
く
な
っ

た
場
所
に
よ
る
も
の
で
︑
貞
夫
が
そ
の
墓
穴
に
投
身
し
て
死
ぬ
こ
と
も
（
荒
見
氏

の
試
訳
に
︑
貞
夫
は
「
言
い
終
わ
る
と
す
ぐ
に
青
陵
台
へ
と
入
っ
て
い
き
︑
苦
酒

を
衣
類
に
含
ま
せ
て
︑
葱
の
よ
う
に
も
ろ
く
破
け
や
す
く
す
る
と
（
台
か
ら
墓
穴

に
向
か
っ
て
倒
れ
落
ち
ま
し
た
（」
と
あ
る
（︑
元
の
夫
が
死
ん
だ
場
所
で
貞
夫
も

死
の
う
と
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
捜
神
記
に
も
︑「
妻
︹
何
氏
即

ち
︑
貞
夫
︺
遂
自
投
台
」
と
明
記
さ
れ
る
通
り
で
あ
る
︒
さ
て
︑
呉
氏
蔵
韓
朋
画

象
石
（
図
版
一
（
の
︑
画
面
右
半
に
韓
朋
物
語
の
発
端
を
描
き
（
図
八
（︑
左
半
に

そ
の
結
末
（
韓
朋
の
末
期
で
あ
っ
て
︑
大
団
円
で
は
な
い
（
を
描
く
こ
と
も
（
図

九
︒
６
以
下
も
同
じ
（︑
韓
朋
が
青
陵
台
か
ら
投
身
し
た
こ
と
の
一
証
と
な
ろ
う
︒

韓
朋
の
最
後
は
︑
画
象
石
か
ら
か
く
推
論
し
得
る
の
だ
が
︑
次
に
問
題
と
す
べ
き

は
︑
貞
夫
が
矢
文
を
射
︑
韓
朋
が
そ
れ
を
受
け
た
場
所
で
あ
る
︒
図
九
︑
ま
た
︑

６—

（（
︑
（₅
︑
（（
な
ど
は
︑
韓
朋
が
青
陵
台
へ
と
登
っ
て
逃
げ
︑
そ
こ
へ
貞
夫
が

矢
文
を
射
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
（
（₄
︑
２
層
で
も
︑
貞
夫
は
上
方
へ
矢
を
射

て
い
る
（︒
し
か
し
︑
気
に
掛
か
る
の
は
︑
（（
︑
（（
︑
（₄
︑
（₆
︑
（₇
︑
（₈
︑
（₉
等
︑

階
段
及
び
︑
青
陵
台
を
全
く
描
か
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
だ
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
は
︑
二
つ
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
︒
一
つ
は
︑
（（
以
下
が
階
段
と
青
陵
台
の
描

写
を
省
略
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
（
（（
に
は
︑
闕
が
描
か
れ
て
い
る
（︒
そ
の
場

合
は
︑
画
象
石
の
矢
文
を
射
る
貞
夫
と
そ
れ
を
受
け
る
韓
朋
の
図
像
は
︑
お
よ
そ

一
つ
の
構
図
の
下
に
把
握
さ
れ
る
︒
も
う
一
つ
の
解
釈
は
︑
（（
︑
（（
︑
（₄
︑
（₆
︑
（₇
︑
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彰
（

（₈
︑
（₉
等
の
︑
貞
夫
が
矢
文
を
射
た
の
は
︑
青
陵
台
で
は
な
い
の
が
本
来
の
形
で
︑

粉
本
に
は
も
う
一
場
面
︑
矢
文
を
読
ん
だ
韓
朋
が
青
陵
台
へ
上
っ
て
︑
投
身
す
る

図
像
が
あ
っ
た
場
合
で
あ
る
︒
そ
の
二
つ
の
ケ
ー
ス
は
︑
理
屈
と
し
て
ど
ち
ら
も

あ
り
得
る
が
︑
敢
え
て
選
ぶ
と
し
た
ら
︑
図
九
以
下
︑
二
子
や
宋
王
が
重
ね
合
わ

せ
ら
れ
る
こ
と
が
常
態
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
推
し
て
︑
二
つ
目
の
ケ
ー
ス
で
あ

ろ
う
か
︒
そ
れ
に
し
て
も
︑
図
九
以
下
に
は
色
々
な
謎
が
多
い
︒
小
稿
の
扱
い
得

た
の
は
︑
そ
の
一
部
に
留
ま
る
︒

︹
注
︺

（
１
（ 澤
田
瑞
穂
氏
「
連
理
樹
記
」（『
中
国
の
伝
承
と
説
話
』︿
研
文
出
版
︑
昭
和
₆（
（
一

九
八
八
（
年
︒
初
出
昭
和
₅₅
（
一
九
八
〇
（
年
﹀
Ⅰ
所
収
（

（
２
（ 中
田
祝
夫
氏
『
改
訂
版
古
点
本
の
国
語
学
的
研
究
』
訳
文
篇
（
勉
誠
社
︑
昭
和
₅₄

︿
一
九
七
九
﹀
年
︒
初
版
昭
和
（₉
︿
一
九
五
四
﹀
年
（
７
頁
（
₁₂₅
（
参
照
︒
な
お
中

田
氏
は
︑
同
書
「
訳
文
に
関
す
る
凡
例
」
に
お
い
て
︑

　
　

 　
　
　

  

煩
悩
の
賊
を
斬キ
ル

こ
と
『
下
白
︑
ク
ダ
ク
』（
地
蔵
十
輪
経
︑
巻
一
︑
一
二
六
行
︑

本
文
七
頁
（

 

　
　

  

と
あ
る
の
は
︑
下
欄
に
白
筆
で
︑「
斬
」
に
対
し
て
「
ク
ダ
ク
」
と
注
記
の
あ

る
こ
と
を
示
す

 

な
ど
と
も
指
摘
を
さ
れ
て
い
る
（
因
み
に
︑
こ
の
元
慶
七
年
点
は
︑
小
学
館
日
本

国
語
大
辞
典
「
く
だ
く
」
の
用
例
と
し
て
上
げ
ら
れ
て
い
る
（︒

（
３
（ 森
下
章
司
氏
「
漢
代
の
説
話
画
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
₁₉₄
︑
平

成
（₇
︿
二
〇
一
五
﹀
年
３
月
（︑
陳
秀
慧
氏
「
漢
代
貞
夫
故
事
図
像
再
論
」（『
南
方

文
物
』
（₇
・
４
︑
二
〇
一
七
年
（（
月
（︒
そ
の
関
連
論
文
は
︑
両
論
文
に
詳
し
い
の

で
︑
小
稿
で
は
︑
必
要
な
も
の
だ
け
を
取
り
上
げ
る
に
留
め
る
︒

（
４
（ １—

（（
の
内
︑
６—

（（
の
七
点
に
つ
い
て
は
か
つ
て
︑
そ
れ
ら
を
舜
な
い
し
︑
伯

奇
図
に
比
定
し
て
み
た
こ
と
が
あ
る
（
拙
著
『
孝
子
伝
図
の
研
究
』
Ⅱ
二
２
︿
₇₈₀

—

₇₈₄
頁
﹀︑
Ⅱ
二
１
︿
₇₁₉—

₇₂₀
頁
﹀（︒
今
︑
謹
ん
で
そ
れ
を
訂
正
し
て
お
き
た
い
︒

（
５
（ 王
牧
氏
「
東
漢
貞
夫
画
像
鏡
賞
鑑
」（『
収
蔵
家
』
二
〇
〇
六
年
３
期
（
及
び
︑
陳

長
虹
氏
『
漢
魏
六
朝
列
女
図
像
研
究
』（
科
学
出
版
社
︑
二
〇
一
六
年
（
二
章
一
︑

森
下
氏
注
（
３
（
前
掲
論
文

（
６
（ 陳
秀
慧
氏
注
（
３
（
前
掲
論
文

（
７
（ 森
下
氏
注
（
３
（
前
掲
論
文
₁₉₀
頁
︒
但
し
︑「
こ
の
︹
図
五
︑
ニ
︺
韓
朋
も
書
状
ら

し
き
も
の
を
手
に
も
つ
」
と
さ
れ
る
点
に
は
︑
疑
問
が
残
る
︒
変
文
（
賦
（
に
よ

る
と
︑
故
郷
の
貞
夫
が
宋
国
の
韓
朋
へ
送
っ
た
書
（
所
謂
烏
鵲
歌
の
前
半
︒
変
文

（
賦
（
に
載
る
六
首
の
歌
の
①
（
は
︑
韓
朋
が
殿
前
で
落
と
し
て
失
い
︑
そ
の
書
は
︑

宋
王
の
手
許
に
あ
っ
た
筈
だ
か
ら
で
あ
る
（
後
述
（︒

（
８
（ 森
下
氏
注
（
３
（
前
掲
論
文
₁₉₀
頁
︒
な
お
韓
朋
の
持
ち
物
に
つ
い
て
は
︑
楢
山
満

照
氏
「
後
漢
鏡
の
図
像
解
釈—

中
国
美
術
史
上
に
お
け
る
儒
教
図
像
の
意
義
」

（『
ア
ジ
ア
遊
学
』
₂₇₃
︑
令
和
元
︿
二
〇
一
九
﹀
年
８
月
（
も
︑「
韓
朋
が
︙
︙
た
し

か
に
矢
文
を
手
に
取
っ
て
い
る
」（
₅₆
頁
上
（
と
森
下
説
を
追
認
さ
れ
る
︒

（
９
（ 陳
秀
慧
氏
注
（
３
（
前
掲
論
文
₂₀₉
頁
右

（
（（
（ 陳
秀
慧
氏
注
（
３
（
前
掲
論
文

（
（（
（ 森
下
氏
注
（
３
（
前
掲
論
文
₁₉₁
頁

（
（（
（ 東
野
治
之
氏
「
律
令
と
孝
子
伝—

漢
籍
の
直
接
引
用
と
間
接
引
用—

」（『
万
葉
集

研
究
』
（₄
︑
平
成
（（
年
６
月
︒
後
︑
同
氏
『
日
本
古
代
史
料
学
』︿
岩
波
書
店
︑
平

成
（₇
（
二
〇
〇
五
（
年
﹀
一
章
５
に
再
録
（
参
照
︒

（
（（
（ 釈
名
の
説
（「
台
︑
持
也
」（
を
取
ら
な
け
れ
ば
︑
１
の
一
行
目
「
下
寺
吏
」
の
吏

を
︑
役
人
︑
即
ち
︑
韓
朋
の
こ
と
と
捉
え
（
韓
朋
は
︑
変
文
（
賦
（
に
︑「
仕
於
宋

国
」「
朋
為
公〔
功
〕曹

」︿
功
曹
は
︑
郡
の
属
官
﹀︑
捜
神
記
に
︑
舎
人
︿
法
苑
珠
林
二
十

七
所
引
な
ど
に
︑
大
夫
﹀
と
あ
る
（︑
役
所
を
退
出
す
る
韓
朋
（
下
㆑

寺
吏
（︑
二
行

目
「
清（
請
）庭

持
」
の
清
は
︑
破
損
し
て
い
て
︑
請
と
も
解
さ
れ
る
の
で
（
趙
超
氏
教

示
（︑
庭
は
︑
宮
中
︑
持
は
︑
侍
︑
或
い
は
︑
待
と
捉
え
て
︑「
清（
請
）庭

持
」
は
︑
韓

朋
の
妻
の
こ
と
を
問
い
質
し
た
か
っ
た
宋
王
が
︑
韓
朋
に
「
宮
中
（
青
陵
台
（
で

待
機
す
る
よ
う
に
求
め
た
」（
請
㆓

庭
持
㆒

（
と
解
し
︑「
下
寺
吏
︑
清（
請
）庭

持
」
は
︑

役
所
を
下
が
ろ
う
と
す
る
韓
朋
（
吏
（
に
対
し
︑
宋
王
が
宮
中
（
庭
（
で
待
つ
よ

う
に
求
め
た
と
い
う
︑
意
味
で
あ
ろ
う
と
解
釈
さ
れ
る
︒
そ
の
場
合
の
題
記
１
は
︑

図
九
に
関
わ
る
題
記
な
の
で
は
な
く
︑
図
八
の
階
段
の
下
に
描
か
れ
る
︑
韓
朋
に



二
七

佛
教
大
学　

文
学
部
論
集　

第
一
〇
五
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
（

付
さ
れ
た
題
記
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
す
る
と
︑
階
段
（
屋
根
（
の
下
に
︑

一
人
の
男
性
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
７
（
図
版
六
（
や
（（
（
図
版
九
（
な
ど
も
︑

や
が
て
現
わ
れ
る
宋
王
を
待
っ
て
︑
控
え
て
い
る
韓
朋
を
描
い
た
も
の
と
捉
え
る

こ
と
が
出
来
る
︒

︹
付
記
︺

　

本
稿
「
韓
朋
溯
源—
呉
氏
蔵
韓
朋
画
象
石
に
つ
い
て—

」
は
︑
北
京
大
学
国
際
漢

学
家
研
修
基
地
に
よ
る
︑「
中
国
古
典
籍
の
東
ア
ジ
ア
（
ベ
ト
ナ
ム
を
含
む
（
に
お

け
る
流
伝
・
収
蔵
・
写
刻
・
編
纂
・
変
化
及
び
︑
そ
の
文
化
的
影
響
の
研
究
」
を
テ

ー
マ
と
す
る
︑
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
漢
籍
受
容
研
究
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
た
め
に
書

か
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
全
十
章
か
ら
成
る
が
︑
小
稿
は
︑
そ
の
内
の
八—

十
章
に
該

当
し
︑
昨
年
（
二
〇
二
〇
年
（
十
二
月
に
北
京
大
学
へ
提
出
さ
れ
た
論
文
の
日
本
語

版
で
あ
る
︒
当
該
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
︑
本
来
昨
年
（
二
〇
二
〇
年
（
開
催
さ
れ
る
筈

で
あ
っ
た
が
︑
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
の
た
め
︑
本
年
（
二
〇
二
一

年
（
四
月
に
延
期
さ
れ
た
︒
な
お
小
稿
は
︑
深
圳
市
金
石
芸
術
博
物
館
に
よ
る
北
朝

文
化
研
究
事
業
の
一
環
で
あ
る
︒

 

（
く
ろ
だ　

あ
き
ら　

日
本
文
学
科
（

 

二
〇
二
〇
年
十
一
月
十
二
日
受
理






