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「
始
作
鎮
軍
参
軍
、

経
由
阿
作
」

詩
に
つ
い
て上

国

武

現
在
通
行
す
る
陶
淵
明
の
詩
文
集
の
諸
テ
キ
ス
ト
は
、
基
本
的
に

は
北
宋
の
宋
俸
に
よ
っ
て
世
に
出
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
、
江
左
本
」
の

①
 

系
識
を
引
く
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
「
始
作
鎮
軍
参
寧
、
経
樹
阿

作

iil始
め
て
鎮
軍
参
寧
と
な
り
て
、
的
問
を
経
し
と
き
の
作
」
は
、

@
 

一
般
に
そ
れ
ら
テ
キ
ス
ト
の
巻
一
一
一
の
冒
頭
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
0

1
弱
齢
寄
事
外
わ
か
き
齢
よ
り
事
外
に
寄
せ

侠
ひ
を
委
ぬ
る
は
悲
と
蓄
と
に
在
り

あ
ら
ぬ
の
を
ま
と
ひ
て
も
自
ら
得
る
と
こ
ろ
あ

る
を
欣
び

援
し
ば
空
し
き
も
常
に
長
如
と
し
て
や
す
ら
か

な
り

時
来
た
り
て
布
く
も
め
ぐ
り
あ
は
せ
な
ら
ば
と

た
づ
な
を
ゆ
る
め
て
ひ
ろ
き
お
ほ
ぢ
に
恕
は
ん

と
す

つ
ゑ
を
投
じ
て
あ
し
た
の
装
ひ
を
命
じ

8
暫
与
盟
国
疏
暫
く
園
田
と
と
ほ
ざ
か
る

9
砂
砂
孤
舟
逝
砂
砂
と
は
る
か
に
孤
舟
は
逝
き

ぬ
綿
綿
帰
思
粁
綿
綿
と
た
ち
が
た
く
mm
思
の
ま
つ
は
る

日
我
行
量
不
透
我
が
行
は
宣
に
遠
か
ら
ず
や

ロ
設
降
千
里
余
愛
り
協
同
る
こ
と
千
里
の
余

日
目
倦
川
途
異
自
は
川
た
び
の
め
づ
ら
か
な
る
に
も
俗
み

凶
心
念
山
沢
腐
心
は
山
沢
の
す
ま
ひ
を
念
ふ

日
望
一
家
樹
高
烏
一
位
以
を
抱
一
一
み
て
は
高
く
と
ぶ
鳥
に
樹
ぢ

日
臨
水
悦
滋
魚
水
に
臨
み
て
は
瀞
ベ
る
魚
に
塊
づ

口
真
想
初
在
襟
真
へ
の
惣
ひ
は
初
め
よ
り
む
ね
に
在
り
し
が

同
議
諮
形
遊
拘
誰
か
い
ふ
な
り
は
ひ
に
と
ら
は
る
と

mw
聯
旦
態
化
遷
し
ば
ら
く
は
化
の
遷
ひ
ゆ
く
に
ま
か
せ
つ
つ
も

③
 

初
終
反
攻
生
擦
終
ひ
に
は
斑
生
の
躍
に
反
ら
ん

百
三
十
を
越
え
る
陶
淵
明
の
詩
文
の
中
で
、
他
の
い
く
つ
か
と
と

も
に
、
「
始
作
鎮
軍
参
率
い
詩
に
は
古
来
と
り
わ
け
て
多
く
の
評
価

や
論
議
が
加
え
ら
れ
て
き
た
。
先
人
の
論
は
主
と
し
て
二
つ
の
而
に
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集
約
さ
れ
る
が
、
そ
の
一
つ
は
テ
ー
マ
に
関
し
て
で
あ
る
。
台
湾
の

宋
丘
竜
氏
は
近
著
「
陶
郡
明
詩
説
」
で
、
「
淵
拐
の
此
の
詩
は
ま
さ

に
其
の
仕
に
お
も
む
か
ん
と
す
る
を
写
し
て
、
即
ち
巳
に
婦
ら
ん
こ@

 

と
を
思
ふ
。
詩
は
通
第
一
の
吋
問
mh
の
字
を
説
く
の
み
」
と
記
す
が
、

「
始
作
鋲
軍
参
平
」
詩
が
淵
間
的
の
作
品
の
主
旋
律
で
あ
る
「
婦
問
の

思
い
い
を
最
も
典
型
的
に
形
象
化
し
て
い
る
と
い
う
見
方
は
、
宋
の

経
大
経
の
「
鶴
林
玉
露
」
か
ら
人
民
共
和
国
の
李
長
之
氏
の
「
陶
淵

間
的
伝
論
」
に
至
る
ま
で
の
数
多
く
の
評
認
の
ほ
と
ん
ど
に
共
通
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
先
行
す
る
論
議
の
第
二
は
、
こ
の
詩
が
潟
拐

の
生
、
粧
の
ど
の
時
点
で
の
作
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
り
、
伝

記
構
成
上
の
基
本
的
問
題
と
し
て
、
後
に
触
れ
る
よ
う
に
相
対
立
す

る
こ
つ
の
見
解
が
錯
綜
し
て
き
た
。

本
稿
の
目
的
は
作
品
の
製
作
の
年
を
特
定
す
る
こ
と
を
通
し
て
、

主
題
で
あ
る
「
帰
ら
ん
か
な
の
思
い
」
が
、
客
観
的
及
び
主
観
的
に

ど
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
う
た
い
出
さ
れ
た
の
か
と
い
う
、
作
品

の
モ
チ
ー
フ
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

の
た
め
の
一
つ
の
階
梯
と
し
て
、
最
初
に
ま
ず
「
始
作
鎮
寧
参
寧
」

詩
が
、
淵
坊
の
壮
年
郊
の
作
と
し
て
の
特
散
を
鮮
明
に
示
し
て
い
る

点
に
注
目
し
て
ゆ
き
た
い
。

十
句
の
こ
の
詩
は
、
四
つ
の
段
落
に
区
分
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
区
分
設
定
の
議
準
は
、
詩
人
が
お
の
れ
の
人
生
の
時
間
の
、

い
ず
れ
の
部
分
を
見
つ
め
て
い
る
か
と
い
う
点
を
も
と
と
す
る
。

第
一
段

(
1
・
2
・
3
・
4
句
)
過
ぎ
去
っ
た
半
生
の
回
想
で
あ

る
。
青
年
期
か
ら
の
自
分
を
支
え
て
き
た
の
は
、
世
俗
を
超
越
し
た

琴
と
審
物
の
世
界
へ
の
関
心
で
あ
っ
た
。
心
が
充
た
さ
れ
さ
え
す
れ

ば
、
ま
つ
わ
り
つ
く
貧
し
さ
も
物
の
数
で
は
な
か
っ
た
。

第
二
段

(
5
・
6
・
7
・
8
勾
〉
い
わ
ゆ
る
直
前
の
過
去
の
、
参

寧
就
任
の
い
き
さ
つ
が
か
え
り
み
ら
れ
る
。
み
ず
か
ら
の
半
生
に
く

ら
べ
れ
ば
、
あ
ら
た
な
旅
立
ち
は
所
詮
か
り
そ
め
の
も
の
で
し
か
な

、。、.v
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第
一
一
一
段
〈
9
・
日
・
日
・
ロ
/
日
・
日
比

-
m
-
m匂
〉
千
里
の
旅

を
ゆ
く
孤
独
感
の
な
か
で
、
婦
ら
ん
か
な
の
思
い
と
、
今
は
じ
ま
ろ

う
と
す
る
宮
仕
え
の
わ
ず
ら
わ
し
さ
か
ら
逃
れ
た
い
と
い
う
願
い

が
、
た
え
ま
な
く
、
湧
き
あ
が
っ
て
く
る
。

第
四
段
(
ロ

-m-mm-m句
)
作
者
の
自
は
未
来
に
注
が
れ
る
。

現
実
の
束
縛
は
や
は
り
き
っ
ぱ
り
た
ち
切
ろ
う
。
有
限
な
る
人
生
を

生
き
る
身
で
は
あ
っ
て
も
、
目
ざ
す
も
の
は
「
真
」
に
貫
か
れ
た
自

由
な
生
活
以
外
に
は
な
い
。

野
に
在
る
者
と
し
て
の
溺
拐
に
と
っ
て
、
官
僚
の
世
界
に
身
を
投

ず
る
こ
と
は
、
生
き
る
上
で
の
重
要
な
選
択
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
わ



け
で
も
そ
の
境
会
稽
の
地
を
中
心
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
孫
患
の
農
民

戦
争
(
一
一
一
九
九
l

四
O
二
)
や
、
板
玄
の
帝
位
築
奪
(
四

O
一一一)を

め
ぐ
る
車
み
ど
ろ
の
権
力
抗
争
と
い
っ
た
激
動
す
る
政
治
状
況
を
背

景
に
重
ね
て
み
る
と
き
、
鋲
軍
参
寧
へ
の
就
任
は
、
士
人
た
る
淵
明

が
み
ず
か
ら
の
運
命
を
こ
の
激
流
の
一
端
に
産
接
結
び
つ
け
る
こ
と

を
意
味
し
て
い
た
。
人
生
の
重
要
な
転
機
に
立
っ
た
と
い
う
感
慨

が
、
彼
の
胸
中
を
去
来
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。
そ
の
思
い

が
、
み
ず
か
ら
の
過
去
と
現
在
を
凝
視
し
つ
つ
、
未
来
の
理
想
に
立

ち
向
か
お
う
と
す
る
詩
の
構
想
に
凝
縮
し
て
ゆ
く
こ
と
は
む
し
ろ
当

然
だ
と
い
え
よ
う
。

過
去
か
ら
未
来
を
展
望
す
る
こ
の
詩
の
構
成
に
お
い
て
、
見
過
す

こ
と
の
で
き
な
い
こ
つ
の
特
徴
点
が
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
過
去
の

占
め
る
比
重
が
き
わ
だ
っ
て
大
き
い
こ
と
で
あ
る
。
第
一
段
で
は
貧

し
く
と
も
琴
議
と
と
も
に
あ
っ
た
半
生
の
過
去
が
、
純
粋
か
つ
ひ
た

む
き
な
も
の
と
し
て
誇
り
や
か
に
回
想
さ
れ
る
が
、
違
和
感
に
満
ち

た
現
荘
を
の
り
こ
え
、
窮
極
の
目
標
と
し
て
志
向
さ
れ
る
最
終
段
の

φ
 

「
説
牛
…
巌
」
は
、
清
の
瓶
汝
能
が
「
故
麗
」
と
い
う
よ
う
に
、
基
本

的
に
は
過
去
の
生
活
の
再
現
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。
抑
切
に
と
っ

て
こ
の
過
去
が
い
か
に
豊
か
に
意
味
深
い
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
か

は
、
典
故
と
い
う
表
現
の
技
法
が
そ
こ
に
関
し
て
の
み
用
い
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
第
一
段
の
「
屡

空
」
の
背
後
に
は
清
貧
高
潔
に
徹
し
た
「
論
語
」
の
顔
回
の
イ
メ
ー

ジ
が
あ
り
、
終
段
の
「
班
生
麓
」
は
後
漢
の
班
留
が
「
儲
通
斌
」
で

「
終
保
己
而
飴
即
今
里
上
仁
之
一
所
産
」
と
う
た
う
父
班
彪
の
毅
然

た
る
生
き
ざ
ま
を
指
す
と
同
時
に
、
更
に
「
幽
通
賦
」
に
よ
っ
て
二

重
に
喚
起
さ
れ
る
「
論
諮
問
」
の
「
監
仁
為
美
」
の
悠
容
せ
ま
ら
ぬ
哲

人
の
世
界
を
も
象
徴
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
未
来
で
さ
え
も
そ
こ

に
回
帰
す
る
形
で
志
向
さ
れ
る
こ
の
詩
に
お
け
る
「
過
去
」
は
、
作

品
展
開
の
起
点
、
あ
る
い
は
起
動
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

る。
構
成
の
上
で
注
註
さ
れ
る
第
二
の
点
は
、
回
帰
の
対
象
と
さ
れ
る

過
去
の
内
容
が
、
情
緒
的
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
真
」
の
実
践

⑤
 

と
い
う
点
に
お
い
て
理
念
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
過
去
の
体

験
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
爽
雑
物
を
取
り
除
い
て
い
っ
た
と
き
、
彼
に
と

っ
て
ひ
と
つ
の
初
心
と
し
て
よ
み
が
え
っ
て
き
た
も
の
が
「
真
へ
の

恕
ひ
」
で
あ
っ
た
。
三
共
」
と
い
う
理
念
を
か
か
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て

現
実
を
超
克
し
よ
う
と
す
る
作
者
の
姿
勢
は
一
層
の
積
様
性
を
帯
び

て
く
る
。
引
き
続
く
「
誰
…
謂
形
迩
拘
」
と
い
う
畳
み
か
け
る
よ
う
な

激
し
い
反
語
表
現
は
、
ま
さ
に
現
状
に
甘
ん
ぜ
ず
、
み
ず
か
ら
の
理

⑦
 

想
を
追
求
し
よ
う
と
い
う
厳
し
い
決
意
の
表
自
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

詩
は
一
見
過
去
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
つ
つ
現
実
を
逃
避
す
る
退
嬰

( 32 ) 



的
な
情
感
の
上
に
作
ら
れ
た
も
の
の
ご
と
く
に
も
見
え
る
。
だ
が
以

上
の
よ
う
な
構
成
に
お
け
る
特
徴
を
踏
ま
え
て
み
た
と
き
、
突
は
未

来
に
向
か
っ
て
毅
然
と
し
た
生
き
方
を
葉
こ
う
と
す
る
覇
気
と
昂
揚

感
と
こ
そ
が
、
作
品
の
慕
調
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
感
じ
と
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

「
始
作
鋲
箪
参
寧
」
詩
は
後
に
続
く
巻
三
の
十
一
首
と
途
い
、

題
に
甲
子
の
年
号
が
付
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
影
沢
の
令
を
辞
し
た

問
。
五
年
(
安
帝
の
義
照
元
年
〉
よ
り
も
前
の
作
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
詩
と
甲
子
の
明
記
さ
れ
る
隠
棲
以
前

の
作
品
と
を
対
照
し
て
み
る
と
、
前
述
し
た
よ
う
な
構
成
上
の
特
徴

が
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
三
十
七
歳
に
相
当
す
る
問

O
一
年
(
安
帝
の
隆
安
五

年
〉
に
は
、
「
点
十
丑
蔵
七
月
、
赴
仮
還
江
陵
、
夜
行
塗
口
」
の
作
品
が

あ
る
。弓

1
1
J
I
r
-
-
-
A
A
《

A{

、
ぱ
匂

1
問
問
主
三
寸
宮

林
頚
無
役
時

;

!

;

ペ

ー

校
新
秋
月

濃
い
腹
切

2
遂
与
藤
一
挙
笠
(

w

〉

η
H
T
リ
』
一
ヰ
レ
し
い
又

f
'
E
F
4
F
t
ゴ

8
臨
流
別
友
生

J
J
ヮ
ー
コ
¥
て

1
日

-W町
昨
ヌ
守
毘

M
中
宵
尚
孤
征

3
詩
書
敦
宿
好

6
遥
遥
至
西
荊

9
涼
風
起
将
夕

刊

μ
品
品
川
上
平

日
高
歌
非
五
日
事

16 
イ衣 13 
依 懐 10
在役夜 7
縞不景ロp

耕

げ

投

冠

旋

旧

域

初
庶
以
叫
泊
料
自
名

話
不
為
好
爵
祭

静
養
真
衡
茅
下

詩
は
や
は
り
四
つ
の
段
落
に
区
切
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
段

(
1
・
2
・
3
・
4
匂
)
俗
世
を
超
越
し
た
半
生
の
過
去

の
回
想
。

第
二
段
ハ
5

・6
匂
)
間
関
を
捨
て
て
西
荊
の
任
地
に
赴
こ
う
と

し
た
こ
と
へ
の
疑
問
。

第
三
段

(
7
・
8
・
9
・
mw
・
日
・
ロ
/
日
・
M
/
日

-
m勾
)

澄
み
き
っ
た
夜
景
の
中
、
任
務
遂
行
の
た
め
に
旅
を
続
け
る
み
ず
か

ら
の
姿
と
、
心
を
占
め
る
自
由
へ
の
憧
れ
。

第
四
段

(
U
・
m
m
-
m
-
m匂
)
郷
畏
の
問
問
闘
に
在
っ
て
、
真
と

善
に
貴
か
れ
た
暮
し
を
送
ろ
う
と
い
う
未
来
へ
の
志
向
。
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4 

発
想
と
構
成
は
全
く
と
い
っ
て
良
い
程
「
始
作
鎮
軍
参
寧
」
詩
と

共
通
し
て
い
る
。
た
だ
「
辛
丑
歳
七
月
」
詩
で
は
、
未
来
に
お
け
る

③
 

実
践
目
標
と
し
て
、
「
真
」
と
と
も
に
「
並
と
が
掲
げ
ら
れ
る
が
、

当
時
の
彼
が
内
面
的
な
自
由
以
外
に
、
社
会
的
な
人
間
関
係
に
お
け

る
平
衡
と
充
足
に
も
強
く
撞
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

次
に
前
二
作
と
同
様
、
公
務
の
旅
程
に
あ
っ
て
の
作
で
あ
る
「
乙



為
建
威
参
軍
、
使
都
、
経
銭
渓
」
に
つ
い
て
見
た
い
。

ー
我
不
践
斯
境

2
歳
月
好
己
積

3
回
一
民
タ
若
山
川

5
微
前
洗
高
林

6
清
隣
矯
雲
翻

7
春

彼
品
物
存

8
義
風
都
未
隔

9
伊

余

何

為

者

ぬ

勉

励

従

弦

役

立

一

形

似

有

制

ロ

素

襟

不

可

易

日

園

田

臼

M
H

安
得
久
離
析
日
終
懐
在
怒
舟

vm
諒
哉
宜
霜
柏

詩
は
…
一
一
段
に
区
切
ら
れ
る
。

第
一
段
ハ
1
・
2
・
3
・
4
・
5
・
6
・

7
・
8
勾
)
嘱
自
の
川

辺
の
舟
だ
ま
り
の
風
景
の
中
に
、
作
者
は
過
去
の
あ
る
時
点
の
す
が

す
が
し
い
思
い
出
の
よ
す
が
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。

第
二
段

(
9
・

m
-
u
・
ロ
勾
)
現
在
の
時
点
で
の
、
公
務
に
忠

実
た
ら
ん
と
す
る
自
分
の
姿
と
、
心
を
点
め
る
や
み
が
た
い
自
由
へ

の
憶
れ
。

(

m

-

M

H

・
日
・
付
加
句
)
世
俗
に
妥
協
せ
ず
、

然
と
と
も
に
生
き
よ
う
と
す
る
未
来
へ
の
志
向
。

故
郷
の
自

乙
臼
は
四

O
五
年
(
安
帝
の
義
照
元
年
)
、
淵
明
四
十
一
歳
の
年

に
あ
た
る
。
そ
の
十
…
月
に
は
彼
は
彰
沢
の
令
を
許
し
て
終
生
の
農

耕
生
活
に
入
る
わ
け
で
あ
る
が
、
詩
中
、
過
去
へ
の
凶
恕
が
現
在
の 4 

拘
束
さ
れ
た
生
活
を
克
服
す
る
た
め
の
起
動
力
の
役
割
を
果
た
し
て

い
る
点
、
ま
た
具
体
的
な
こ
と
ば
と
し
て
は
表
現
さ
れ
な
く
て
も
、

真
や
養
な
ど
の
理
念
を
志
向
し
て
毅
然
と
生
き
よ
う
と
い
う
決
意
が

最
終
句
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
点
な
ど
、
詩
の
発
想
と
構
成
は
前
二
作

と
基
本
的
に
共
通
し
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
第
十
一
・
十
二
句
の
趣

旨
が
、
「
襟
」
と
い
う
印
象
的
な
言
葉
を
軸
に
、
「
始
作
鎮
軍
参
軍
」

詩
の
第
十
七
・
十
八
勾
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

穏
棲
以
前
の
も
の
と
し
て
甲
子
が
明
記
さ
れ
て
い
る
詩
に
は
、
他

に
三
十
六
歳
当
時
の
「
庚
子
歳
五
月
中
、
従
都
還
、
組
風
於
規
林
」

二
首
、
及
び
三
十
九
歳
、
母
の
喪
に
服
し
て
郷
里
で
暮
し
て
い
た
で

あ
ろ
う
時
の
、
「
笑
卯
歳
始
春
、
懐
吉
間
合
」
二
話
、
「
笑
卯
歳
十
二

月
中
作
、
与
従
弟
敬
遠
」
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
作
は
嘱
訴

の
情
景
に
視
線
を
集
中
し
て
う
た
う
こ
と
が
主
で
あ
り
、
自
身
の
過

去
へ
の
回
想
の
表
現
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
が
、

0

0

0

 

静
念
鼠
林
好
人
間
良
可
辞
当
年
琵
有
幾
縦
心
復
何
疑
(
「
皮

子
歳
五
月
中
」
其
二
)o

 

即
理
悦
通
識
所
保
一
説
乃
浅
(
「
球
目
卯
歳
始
春
い
)

。

。

。

平

津

初

不

出

納

遅

詑

為

拙

一

弦

契

誰

能

別

(

「

笑

卯
歳
十
二
月
中
い
〉
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の
よ
う
に
、

一
首
の
終
末
部
に
お
い
て
、
感
情
を
ほ
と
ば
し

ら
せ
る
反
語
形
式
に
よ
り
、
未
来
へ
の
強
い
志
向
が
表
白
さ
れ
て
い

る
。
そ
こ
を
貫
く
昂
揚
感
に
お
い
て
、
ま
さ
に
前
述
の
つ
始
作
鋲
軍

参
軍
」
詩
等
一
一
一
設
と
間
一
の
発
想
の
も
と
に
作
ら
れ
た
作
品
群
と
見

な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
か
し
、
淵
明
の
…
年
に
わ
た
る
生
渡
に
お
い
て
、
以
上
の

よ
う
な
覇
気
と
昂
揚
感
に
彩
ら
れ
た
未
来
志
向
は
、
年
齢
を
震
ね
て

ゆ
く
に
従
っ
て
色
あ
せ
、
や
が
て
は
暗
い
絶
望
の
情
感
に
う
つ
ろ
っ

て
ゆ
く
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

彼
の
未
来
志
向
の
目
標
と
さ
れ
た
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
そ

れ
が
突
践
可
能
な
理
念
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
先
の

「
始
作
鋲
軍
参
寧
」
及
び
「
苧
丑
歳
七
月
」
の
雨
詩
以
外
に
は
、
四

十
歳
の
作
と
考
え
ら
れ
る
「
連
雨
独
飲
」
中
の
つ
天
笠
去
此
哉
任

真
無
所
先
い
と
い
う
や
ふ
投
げ
や
り
の
語
調
の
一
例
の
み
で
あ
る
。

五
十
歳
を
い
く
つ
か
過
ぎ
た
頃
の
「
飲
酒
」
其
五
の
、
一

t

此
中
有
真

意
い
は
、
哀
の
境
地
を
体
感
し
た
ま
さ
か
の
瞬
間
の
感
懐
で
あ
る
た

め
さ
て
お
く
と
し
て
、
同
じ
「
飲
酒
」
其
二
十
の
「
義
農
去
我
久

挙
世
少
復
真
い
、
あ
る
い
は
「
飲
酒
」
と
ほ
ぼ
同
時
期
と
も
見
ら
れ

る
「
感
土
不
適
賦
」
序
の
「
自
真
風
告
逝
大
偽
斯
興
」
で
は
、
真

が
実
現
さ
れ
た
の
は
遠
い
古
代
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
当
世
で
は
す
で

に
滅
び
去
っ
た
も
同
然
で
あ
る
こ
と
が
嘆
息
さ
れ
て
い
る
。
最
晩
年

期
と
思
わ
れ
る
作
品
群
に
在
っ
て
は
、
す
で
に
「
真
い
の
語
そ
の
も

の
を
見
出
す
た
こ
と
す
ら
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
事
情
は
「
諮
問
」

に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
て
、
理
念
と
し
て
の
「
諮
問
」
を
目
ざ

し
て
遜
進
し
よ
う
と
い
う
意
欲
を
高
ら
か
に
う
た
う
も
の
は
、
「
辛

丑
蔵
七
月
」
詩
と
成
立
期
の
近
い
「
栄
木
」
の
「
陸
送
局
依
陸
善

実
敦
」
の
み
で
あ
る
。

昂
揚
感
の
類
廃
し
て
ゆ
く
あ
ら
ま
し
の
過
程
を
た
ど
る
と
、
た
と

え
ば
す
で
に
四
十
四
歳
当
時
の
「
戊
申
歳
六
月
中
、
遇
火
」
で
、
「
既

己
不
遇
弦
且
遂
濃
我
関
」
の
よ
う
な
、
理
想
の
実
現
の
不
可
能
な

こ
と
へ
の
失
意
の
嘆
き
が
も
ら
さ
れ
て
い
る
の
に
気
付
く
。
五
十
歳

頃
の
作
と
推
定
さ
れ
る
「
雑
詩
」
其
五
で
は
、
少
壮
の
演
の
「
猛
志
」

と
対
比
し
な
が
ら
中
年
以
後
の
気
力
の
衰
え
が
回
一
顧
さ
れ
、
「
前
途

当
幾
許
未
知
止
泊
処
」
と
い
う
老
年
へ
の
不
安
が
位
か
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
お
い
て
は
、
過
去
へ
の
回
想
が
、
か
つ
て
の
「
始
作
鎮
軍
参

軍
」
詩
の
よ
う
な
、
詩
人
を
し
て
未
来
を
志
向
さ
せ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー

源
で
は
も
は
や
あ
り
得
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
見
て

と
ら
れ
る
。
ま
た
五
十
四
歳
の
「
怨
詩
楚
調
、
示
廃
主
簿
、
郵
治
中
」

は
、
痛
苦
に
み
ち
た
生
濯
を
ふ
り
か
え
り
な
が
ら
、
貧
窮
の
極
み
に

あ
る
現
在
の
農
耕
生
活
を
凝
視
し
た
あ
と
、
「
呼
瑳
身
後
名
、
子
我

若
浮
煙
様
慨
独
恋
歌
録
期
信
為
賢
」
と
末
尾
を
結
び
、
信
、
ず
ベ
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き
友
も
見
出
せ
や
す
、
未
来
に
対
し
て
期
待
す
る
何
も
の
も
な
い
絶
望

感
を
表
白
し
て
い
る
。
晩
年
に
近
い
と
見
ら
れ
る
彼
の
詩
文
に
「
煉

概
」
の
語
ー
が
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
も
、
あ
る
い
は
こ
の
よ
う

な
絶
望
感
と
か
か
わ
り
が
あ
る
か
と
も
忠
わ
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
は

ま
た
別
の
考
察
を
必
要
と
し
よ
う
。

以
上
の
よ
う
な
過
税
を
踏
ま
え
て
、
あ
ら
た
め
て
「
始
作
鎮
軍
参

」
詩
か
ら
読
み
と
ら
れ
る
昂
揚
感
を
眺
め
て
み
る
と
、
そ
れ
は
生

活
人
と
し
て
は
官
僚
と
い
う
現
実
的
な
道
に
意
欲
を
持
つ
一
方
、
人

生
の
年
輸
を
通
し
て
つ
ち
か
つ
て
き
た
み
守
す
か
ら
の
精
神
の
世
界
を

も
確
保
し
貫
こ
う
と
す
る
、
そ
の
意
味
で
は
ま
さ
に
壮
年
期
の
人
間

の
憤
感
以
外
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
忠
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

「
始
作
鋲
軍
参
寧
」
詩
の
衣
誠
を
な
す
覇
気
と
昂
揚
感
と
を
淵
明

の
壮
年
期
に
重
ね
た
と
き
、
あ
ら
た
め
て
作
品
製
作
の
年
を
特
定
す

る
こ
と
の
意
味
の
重
さ
が
問
題
と
な
っ
て
こ
よ
う
。
製
作
年
の
特
定

は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
彼
が
そ
の
参
事
と
し
て
仕
え
た
鎮
寧
将
軍
の

名
前
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
作
品
成
立
の
事
情
を
推

測
す
る
よ
す
が
と
な
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
に
か
か
わ
っ
て
、
直
接
的
な
資
料
か
ら
事
実
と
し
て
線
認

で
る
き
の
は
次
の
二
点
だ
け
で
あ
る
。

「
淵
明
は
鎮
軍
将
軍
の
参
寧
に
就
任
し
た
経
歴
を
持
つ
」
!
!

(
資
料
と
し
て
は
本
詩
、
及
び
「
宋
帯
一
一
回
」
「
耳
目
書
」
「
南
史
」
各
隠
逸

伝
、
議
統
「
陶
潟
明
伝
」
)

B

「
鎮
寧
参
軍
へ
の
就
任
は
、
問
。
五
年
(
義
照
元
年
)
の
彰

沢
令
辞
任
以
前
の
こ
と
で
あ
る
J
I
l
l
(
影
沢
令
辞
任
以
後
、
終
生

官
に
就
か
な
か
っ
た
こ
と
が
、
顔
延
之
「
陶
徴
土
訣
」
及
び
前
掲
諸

伝
に
よ
っ
て
確
め
ら
れ
る
。
)

と
こ
ろ
で
、
彼
が
何
時
、
誰
の
参
軍
に
任
じ
た
か
は
、
正
史
に
よ

っ
て
次
の
よ
う
に
類
推
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

C

「
淵
明
が
参
寧
に
就
任
し
た
の
は
四

O
四
年
(
安
帝
の
元
興

一
一
一
年
〉
四
十
歳
の
年
で
あ
り
、
仕
え
た
鎮
軍
将
軍
は
後
の
宋
の
高
祖

武
帝
と
な
る
劉
裕
で
あ
る
よ

A 
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根

拠

の

第

一

は

安

帝

紀

元

興

一

一

一

月

で

あ

る

。

元
興
元
年
の
一
二
月
、
ゆ
い
て
建
燦
に
攻
め
入
っ
た
西
府
軍
関
の

領
袖
板
玄
は
、
安
帝
'V
一
平
問
主
に
還
し
、
国
名
を
い
党
と
号
し
た
。
側
斜

裕
を
指
導
者
と
す
る
劉
毅
や
何
無
忌
ら
北
府
軍
団
の
中
堅
将
官
グ
ル

ー
プ
が
、
「
築
奪
者
一
」
桁
…
玄
に
対
す
る
ク

i
デ
タ
ー
を
敢
行
し
た
の

は
、
元
興
一
二
年
二
月
乙
卯
の
日
で
あ
っ
た
。
一
一
一
月
己
未
、
玄
の
一
党

は
安
帝
を
技
し
て
首
都
か
ら
潰
走
し
た
。
安
帝
紀
は
そ
の

こ
と
と
し
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

「
壬
戊
、
担
玄
の

々
自
の

0

0

0

0

 

劉
裕
を
推
し
て
鎮
軍
将
軍
、
徐
州



制
約
史
、
都
替
楊
・
徐
・
・
藻
・
・
幽
・
弁
八
州

仮
節
を
行
せ
し
め
ん
と
す
。
都
裕
、
議
を
以
て
楊
州
刺
史
、

③
 

事
を
領
せ
し
む
よ

以
後
義
照
一
万
年
(
問
。
五
年
)
の
一
一
一
月
茂
子
の
「
加
ふ
る
に

将
軍
劉
裕
を
侍
中
、
事
総
将
軍
、
都
叔
問
中
外
諮
問
卒
事
と
為
す
」
の

事
ま
で
の
一
年
間
、
劉
裕
は
鋲
軍
将
軍
の
称
号
を
も
っ
て
帝
紀
中
に

設
場
す
る
こ
と
と
な
る
。

根
拠
の
第
こ
は
そ
れ
よ
り
二
十
八
年
前
の
三
七
七
年
(
孝
武
帝
の

太
一
万
元
年
)
の
都
倍
以
来
、
鋲
軍
将
軍
に
任
じ
ら
れ
た
例
が
平
問
書
し

⑬
 

に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
始
作
鋲
寧
参
寧
」
詩
の
最
古
の
注
釈
で
あ
る
「
文
選
」
注
で
、

李
諮
問
は
「
減
栄
絡
の
豆
皇
己
に
臼
く
、
宋
の
武
帝
、
鎮
軍
将
軍
を

行
ず
と
」
と
記
し
て
い
る
が
、
李
善
の
念
頭
に
も
右
の
根
拠
の
存
在

し
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
し
か
し
以
後
千
二
百
年
間
、
宋
の

葉
夢
得
、
清
の
呉
洪
、
障
敬
な
ど
の
ご
く
少
数
を
除
け
ば
、
ほ
と
ん

ど
の
注
釈
家
た
ち
は
、
鎮
寧
は
劉
裕
で
な
く
北
府
軍
団
の
有
力
者
劉

本
之
で
あ
っ
た
と
い
う
見
方
を
と
り
、
そ
れ
を
立
証
す
る
た
め
に
持

に
は
過
度
な
ま
で
に
援
雑
な
操
作
を
こ
こ
ろ
み
て
き
た
。
劉
牢
之
鎮

案
説
は
朱
自
清
の
「
陶
淵
拐
の
年
譜
に
お
け
る
問
題
点
」
で
、
ま
さ

⑫
 

に
完
贈
な
き
ま
で
に
論
破
さ
れ
た
が
、
州
制
牢
之
説
の
根
底
に
は
淵
明

対
す
る
忠
誠
の
土
で
あ
り
、
築
奪
者
側
剣
硲
ご
と
き
も
の

ま
ね

の
僻
き
に
応
ず
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
、
「
文
選
」
以
来
の

伝
統
的
な
発
怨
が
よ
こ
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
無
視
で
き
な
い
点
で

⑬
 

あ
る
。劉

絡
が
鎮
耀
将
軍
の
称
号
を
帯
し
た
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
ク
ー

デ
タ
ー
進
行
中
の
緊
迫
し
た
場
面
に
お
い
て
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で

主
総
ら
の
宮
廷
官
僚
が
一
一
一
十
年
近
く
も
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
称
号

を
、
な
ぜ
こ
と
さ
ら
劉
裕
に
長
し
よ
う
と
し
た
か
が
問
題
と
な
る
。

そ
も
そ
も
鎮
軍
将
軍
な
る
職
官
名
に
関
連
し
て
は
、
尋
問
書
」
職
官

志
に
は
次
の
よ
う
な
乏
し
い
記
述
が
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。

「
際
騎
、
事
騎
、
衛
将
軍
、
伏
波
、
撫
軍
、
都
護
、
鎮
筆
、
(
中
略
)

輔
国
等
の
大
将
箪
、
左
右
光
縁
、
光
禄
一
一
一
大
夫
な
ど
、
府
を
開
く
者

は
皆
位
は
公
に
従
ふ
と
為
す
。
」

「
諸
公
、
及
び
府
を
開
き
位
の
公
に
従
ふ
者
は
、
口
問
秩
第
一
、
食

捧
自
に
五
餅
と
す
O
L

「
襟
騎
以
下
諸
大
将
軍
に
及
び
、
府
を
関
か
ず
、
持
節
、
都
叔
閣
に

あ
ら
ざ
る
者
は
、
口
問
秩
第
二
、
其
の
禄
特
進
と
向
じ
O
L

鎮
軍
将
軍
は
捺
騎
を
筆
頭
と
す
る
諸
将
軍
の
七
位
に
序
列
さ
れ
る

が
、
独
自
の
機
構
を
錆
え
た
幕
府
の
開
設
権
が
認
め
ら
れ
、
九
回
開
制

の
中
で
は
通
常
は
二
品
、
大
将
軍
の
称
号
を
与
え
ら
れ
た
り
、
幕
府

の
開
設
を
許
可
さ
れ
た
場
合
に
は
一
品
の
位
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
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た
。
験
官
志
の
記
述
か
ら
読
み
と
れ
る
こ
と
は
以
上
の
程
度
に
す
ぎ

な
い
。し

か
し
こ
の
よ
う
な
鎮
軍
将
軍
を
晋
主
朝
の
歴
史
に
重
ね
合
わ
せ

て
み
た
時
、
そ
こ
に
ひ
と
つ
の
注
目
す
べ
き
性
格
が
浮
か
び
あ
が
っ

て
く
る
。

の
帝
紀
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
劉
裕
以
前
に
鎮
寧
に
任

じ
ら
れ
た
者
は
次
の
九
例
に
限
ら
れ
る
。

〈
沼
晋
〉

ω二
七
六
(
武
帝
成
寧
二
)
「
鎮
軍
大
将
軍
斉
王
依
を

一
一
吋
空
と
為
す
い
紛
二
七
六
「
后
の
父
鎮
軍
将
軍
揚
駿
を
封
じ
て

臨
普
侯
と
為
す
」

ω二
八
五
(
武
帝
太
康
六
)
「
鎮
、
軍
大
将
軍

主
務
を
以
て
撫
軍
大
将
軍
と
為
す
し

ω一ニ
O
五
(
恵
帝
永
輿
二
)

寸
成
都
支
穎
を
以
て
鋲
軍
大
将
軍
と
為
す
」
伺
一
ニ
一
六
(
孝
怒

帝
建
興
mm
〉
「
劉
耀
京
師
に
返
り
、
内
外
断
絶
す
。
(
中
略
)
鎮
軍
将

軍
初
綾
城
踏
の
諸
郡
の
兵
を
帥
い
て
抜
一
馬
橋
に
屯
す
る
も
並
び
敢
へ

て
巡
ま
ず
に

ω一
…
…
四
五
(
穆
帝
永
和
元
)
「
鋲
軍
将
軍
武
陵

主
防
を
進
め
て
鎮
軍
大
将
軍
と
為
す
い
約
一
一
一
五
二
(
穆
帝
永
和

八
〉
頃
「
海
西
公
突
散
続
常
侍
を
拝
し
、
尋
い
で
鋲
軍
将
軍
を
加
ふ
」

紛
一
一
…
六
回
(
穆
帝
升
平
五
)
「
鋲
一
寧
将
軍
沼
恒
を
以
て
都
督
徐
・

究
・
背
・
紫
・
胸
五
州
諸
軍
事
、
安
北
将
軍
、
徐
・
究
二
州
刺
史
と

為
す
」
紛
一
一
…
七
七
(
孝
武
帝
太
一
克
元
)
「
領
軍
将
軍
都
憶
を
鎮

ゅ

軍
大
将
箪
と
為
す
い

「
置
日
書
」
の
記
述
の
中
か
ら
浮
か
び
あ
が
る
鎮
軍
将
軍
の
性
格
の

一
つ
は
、
そ
れ
が
体
制
に
な
じ
む
こ
と
の
薄
い
、
お
そ
ら
く
基
本
的

@
 

に
は
非
常
設
の
官
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
「
宋
音
一
同
」
百
官
志

に
よ
れ
ば
、
鎮
軍
の
職
は
貌
の
文
帝
曹
五
が
九
口
問
中
正
樹
の
創
始
者

の
棟
撃
に
与
え
た
こ
と
を
も
っ
て
初
め
と
す
る
。
他
の
高
位
の
将
軍

名
は
す
べ
て
秦
漢
以
来
の
由
緒
あ
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
鎮
軍

と
撫
寧
の
み
が
貌
よ
り
始
ま
っ
た
こ
と
は
「
晋
書
」
「
宋
書
」
の
と

も
に
記
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
武
帝
朝
を
除
い
た
雨
晋
百
十
年
の
歴
史

で
、
六
名
の
該
当
者
の
名
が
あ
げ
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
、
位

階
一
、
二
日
間
の
こ
の
最
高
級
の
将
軍
名
が
、
偶
然
に
近
い
何
か
の
機

会
に
人
々
に
思
い
起
さ
れ
る
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ

て
い
る
。
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ま
た
更
に
、
鎮
軍
将
軍
に
任
ぜ
ら
れ
た
教
少
い
人
物
の
ほ
と
ん
ど

が
、
支
配
層
の
頂
点
に
立
つ
苛
馬
一
族
で
あ
る
中
で
、
西
晋
滅
亡
時

の
胡
総
を
除
い
た
王
族
外
の
一
一
一
人
は
、
そ
の
業
績
や
人
格
の
誉
れ
に

お
い
て
、
肢
の
山
口
問
敬
を
集
め
る
に
足
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
注

目
さ
れ
る
第
二
の
点
で
あ
る
。
王
擦
は
一
一
…
間
以
来
の
宿
敵
た
る
呉
を

滅
ぼ
し
た
最
大
の
功
労
者
で
あ
っ
た
。
春
秋
穀
梁
伝
の
注
釈
者
と
し

て
著
名
な
寧
の
父
詣
在
は
、
廃
帝
(
海
部
公
突
)
を
退
校
さ
せ
た
当

時
の
最
大
の
実
力
者
続
潟
(
桓
玄
の
父
)
の
招
轄
に
も
応
ぜ
ず
、
そ

の
恨
み
を
買
っ
て
一
切
の
官
位
を
剥
奪
さ
れ
て
も
、
「
呉
郡
に
限
仲
間
的



し
て
従
務
と
し
て
講
砕
し
」
続
け
た
気
骨
の
持
主
で
あ
っ
た
。
ま
た

都
…
慌
の
父
繁
は
北
府
軍
関
の
創
立
者
と
し
て
東
普
建
国
に
か
け
が
え

の
な
い
存
在
で
あ
り
、
一
的
自
身
は
つ
誠
懐
沈
敏
」
に
し
て
「
不
抜
の

操
有
り
い
と
し
て
符
文
帝
の
絶
大
な
信
任
を
受
け
、
執
政
と
し
て
召

さ
れ
な
が
ら
遂
に
回
辞
し
抜
い
た
高
潔
の
士
で
あ
っ
た
。

昨
日
ま
で
王
座
に
あ
っ
た
板
玄
が
一
転
し
て
築
奪
者
と
し
て
追
放

さ
れ
、
白
痴
の
泉
帝
も
連
れ
去
ら
れ
た
空
白
状
態
の
中
で
、
問
、
五

年
前
ま
で
は
全
く
無
名
の
、
履
職
人
あ
が
り
で
一
一
一
十
六
歳
の
ク
ー
デ

タ
ー
指
揮
者
を
権
力
の
中
松
に
迎
え
る
と
い
う
未
曾
有
の
劇
的
場
面

に
あ
っ
て
、
震
き
ざ
り
に
さ
れ
た
宮
廷
官
僚
た
ち
が
、
こ
の
歴
史
の
手

垢
に
汚
れ
ぬ
栄
光
の
将
軍
職
名
を
記
憶
の
底
か
ら
選
び
出
し
て
き
た

で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
む
し
ろ
容
易
に
推
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

鋲
ハ
キ
将
軍
織
の
性
格
を
以
上
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
し
た

時
、
詩
題
の
「
始
作
鋲
箪
参
寧
」
の
一
勾
は
と
り
わ
け
深
い
感
慨
の

こ
め
ら
れ
た
表
現
と
し
て
、
読
者
の
前
に
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
ひ
と
つ
の
王
朝
の
体
制
下
に
生
き
る
士
人
に
と
っ
て
、
王
朝

の
興
亡
は
彼
ら
自
身
の
運
命
を
根
底
か
ら
揺
り
動
か
す
、
他
の
何
事

に
も
ま
さ
る
深
刻
な
関
心
事
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
詩
人
と
し
て

腐
を
開
け
ば
間
関
へ
の
思
慕
を
う
た
い
続
け
て
き
た
陶
潟
明
で
あ
っ

た
に
せ
よ
、
現
実
に
展
開
す
る
権
力
を
め
ぐ
る
血
み
ど
ろ
の
死
麗
に

は
、
自
身
の
人
生
に
も
結
び
つ
け
て
、
息
づ
ま
る
よ
う
な
凝
視
の
自

を
む
け
て
い
な
い
は
ず
は
な
か
っ
た
。
晩
年
の
徹
底
し
た
隠
棲
生
活

に
お
い
て
す
ら
、
顔
延
之
、
王
弘
、
あ
る
い
は
檀
道
済
ら
当
時
に
お

け
る
超
一
流
の
人
士
か
ら
親
交
を
求
め
ら
れ
て
い
た
淵
明
で
あ
る
。

粧
玄
追
討
の
「
義
挙
」
を
口
号
と
し
て
の
、
新
鎮
箪
将
軍
劉
裕
の
招

請
に
、
壮
年
期
の
命
運
を
賭
け
よ
う
と
す
る
、
そ
の
選
択
の
重
量
感

が
、
こ
の
時
の
彼
の
心
を
強
く
と
ら
え
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
そ
し
て
詩
題
冒
頭
の
「
始
」
は
そ
の
思
い
の
深
さ
の
凝
縮
し
た

一
誌
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
終
」
一

j

末
」
の
反
対
語
と
し

て
の
「
始
」
は
、
本
来
的
に
人
に
新
鮮
な
感
慨
を
呼
び
お
こ
す
力
を

持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
詩
の
場
合
、
そ
の
点
に
注
目
す
る
人
は

従
来
も
存
在
し
た
。
た
と
え
ば
劉
硲
の
義
挙
に
淵
明
は
勇
躍
従
っ
た
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の
だ
と
し
て
、
「
自
ら
H

始
作
μ

と
題
す
。
蓋
し
之
を
幸
ひ
と
す
る

品
惨

な
ら
ん
」
と
一
認
す
揮
敬
や
、
「
始
作
j

一
と
は
「
始
め
て
仕
ふ
る
」
こ
と

で
あ
り
、
詩
中
の
「
将
来
有
笈
会
宛
轡
恕
通
街
」
の
表
現
と
あ
い

ま
っ
て
、
「
当
時
の
先
生
に
は
蓋
し
世
に
用
ひ
ら
れ
ん
と
す
る
の
志

⑫
 

有
り
し
な
ら
ん
」
と
推
測
す
る
梁
啓
超
が
そ
れ
で
あ
る
。
揮
、
梁
両

氏
の
結
論
は
や
や
短
絡
の
印
象
を
否
み
得
な
い
が
、
両
氏
が
「
始
作
」

の
詩
題
の
中
に
こ
の
詩
の
そ
チ
i
フ
を
読
み
と
ろ
う
と
し
た
こ
と

は
基
本
的
に
正
し
い
と
評
価
で
き
る
で
あ
ろ
う
。



な
お
付
加
す
る
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
人
生
の
あ
ら
た
な
局
面
に
む

か
い
あ
い
、
ひ
と
つ
の
岐
路
を
決
し
よ
う
と
す
る
時
点
の
感
概
を
こ

め
た
「
始
」
の
用
例
は
皆
無
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
問
時
代
の
後
輩

。

。

で
あ
る
謝
笠
遠
の
つ
氷
初
一
一
一
年
七
月
十
六
日
、
之
郡
初
発
都
」
「
初

。

発
郡
」
及
び
「
初
発
石
首
域
」
、
あ
る
い
は
郡
明
よ
り
ほ
ぼ
半
世
紀

o
 

後
の
斉
の
謝
跳
の
「
始
出
尚
需
省
」
な
ど
は
そ
れ
と
し
て
あ
げ
る
こ

と
の
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
謝
一
中
戸
川
運
の
詩
題
の
「
初
」
は
「
始
」

と
全
く
同
義
で
あ
る
。
彼
ら
二
人
は
淵
切
と
違
っ
て
政
治
の
中
心
近

い
場
に
生
き
、
ど
ろ
ど
ろ
と
し
た
宮
廷
の
権
力
争
い
の
渦
に
も
ま
れ

る
中
で
こ
れ
ら
の
詩
を
詠
ん
だ
わ
け
で
あ
っ
た
が
、
詩
題
に
こ
め
ら

れ
た
思
い
の
質
は
、
潟
明
と
基
本
的
に
間
一
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

②①注

巻
二
十
九

い
わ
ゆ
る
曾
集
本
〈
「
宋
紹
照
宏
子
骨
集
所
刊
大
字
本
」
〉
の
み
は
、

三
の
将
頭
に
「
成
子
旗
五
月
中
、
従
都
還
」
詩
を
掲
げ
、
「
始
作
鎮
軍

参
事
」
詩
を
そ
の
次
に
稜
く
。

③
こ
の
詩
は
「
文
選
」
巻
二
十
六
に
も
掲
載
さ
れ
る
が
、
次
の
よ
う
に
通

行
本
と
宏
一
十
の
文
字
の
奥
向
が
見
ら
れ
る
0
5
冥
i
j
ψ

立

9
逝

i
↓
遊

日
兵
i
↓
術
げ
襟
i
l
↓
衿
(
数
字
は
句
数
)

③
宋
丘
竜
「
陶
間
関
持
説
」
文
史
哲
出
版
社
一
九
八
開
年
(
民
協
七
一
一
一

年〉

③
)
訪
問
、
温
汝
能
纂
集
「
陶
詩
繋
評
」
巻
一
一
一
i
l
i
「
孔
明
初
出
茅
麗
、
使
有

帰
耕
南
陽
之
想
、
淵
明
始
作
参
軍
、
使
有
終
返
故
慶
之
志
、
英
胸
懐
一
雨

己
。
」
〈
台
湾
中
華
恭
一
同
局
'
編
「
陶
淵
明
詩
文
索
一
評
」
一
九
七

O
年
所
収
)

⑥
淵
拐
の
詩
文
中
の
「
真
」
の
用
併
は
一

O
、
う
ち
郭
詞
と
し
て
の
用
法

を
除
い
て
、
理
念
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
は
七
例
で
あ
る
。
本
詩
で

は
「
論
語
」
が
ニ
箆
所
典
拠
と
さ
れ
て
い
る
が
、
「
真
」
は
先
秦
の
儒
家

の
典
籍
に
は
全
く
見
え
ぬ
道
家
の
系
譜
に
立
つ
理
念
で
あ
る
こ
と
に
注
意

し
て
お
主
」
た
い
。

⑦
こ
の
反
語
表
現
の
後
に
「
聯
旦
想
化
遷
」
の
一
句
が
続
く
が
、
そ
れ
は
詩

の
後
半
部
に
お
け
る
感
情
の
高
ま
り
を
中
和
し
冷
却
す
る
役
割
を
果
た
し

て
い
る
。
時
間
の
推
移
の
中
で
の
命
あ
る
も
の
の
変
化
を
意
味
す
る
「
化
」

も
、
十
一
一
一
経
中
六
筒
所
の
用
例
し
か
な
い
語
で
、
「
滋
化
遷
」
に
は
運
命

に
対
す
る
一
諦
観
が
色
濃
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
聯
且
」
は
「
そ
れ

は
と
も
か
く
と
し
て
ひ
と
ま
ず
」
と
い
う
緊
張
感
を
緩
め
る
こ
と
ば
で
あ

る
。
感
情
の
昂
揚
し
き
っ
た
詩
の
終
末
部
分
で
、
こ
の
よ
う
な
諦
観
的
妥

協
的
な
表
現
を
用
い
る
例
は
淵
拐
の
常
套
手
法
と
も
い
え
る
が
、
彼
の
内

部
に
た
か
ぶ
り
を
抑
制
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
醒
め
た
意
識
が
存
在
し
て
い

た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

i
l間
部
井
文
雄
「
陶
潟
明
に

お
け
る
円
五
μ

と
H

柳
H

と
に
つ
い
て
」
〈
「
漢
文
教
室
」
一
一
一
一
一
一
号
、
一

九
七
七
年
)
及
び
拙
稿
つ
嬬
去
来
辞
μ

の
反
語
表
現
に
つ
い
て
」
ハ
「
国
語

教
室
」
二
一
一
号
、
一
九
八
ニ
年
〉
参
照

i
i

⑧
溺
拐
の
詩
文
中
の
「
替
」
の
用
例
は
一
二
、
う
ち
副
間
的
用
法
を
除
い

て
、
理
念
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
は
一
五
例
で
あ
る
。
こ
の
一
誌
は
主

と
し
て
社
会
的
な
善
行
の
意
味
で
用
い
ら
れ
、
内
面
を
支
え
る
理
念
と
し
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て
純
度
は
「
真
」
よ
り
低
い
。

⑨
一
一
一
月
壬
成
の
記
事
に
つ
い
て
は
史
書
に
相
違
が
見
ら
れ
る
。
「
宋
書
」

武
帝
紀
は
「
可
徒
主
議
与
衆
議
、
推
高
祖
領
揚
州
、
間
辞
。
乃
以
議
為
録
尚

書
事
、
領
揚
州
刺
史
。
於
是
推
高
松
為
使
持
節
、
都
替
揚
・
徐
・
一
死
・
藻

0

0

0

0

 

・
青
・
奨
・
胸
・
井
八
州
諸
軍
事
、
領
軍
将
軍
、
徐
州
刺
史
」
と
記
す
。

中
華
書
局
版
襟
点
本
「
宋
書
」
の
校
勘
記
に
は
高
視
は
こ
の
時
傾
向
車
将
軍

を
も
兼
任
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
孫
膨
の
「
宋
議
考
論
」
の
推

測
が
引
か
れ
て
い
る
が
、
「
宋
議
」
の
こ
れ
に
続
く
安
帝
の
詔
勅
文
で
は
、

。。

劉
裕
の
称
号
は
す
べ
て
鋲
軍
将
卒
と
な
っ
て
お
り
、
現
に
汲
古
関
版
「
宋

虫
ど
の
義
烈
元
年
の
安
帝
の
反
正
の
際
の
詔
勅
中
に
、
明
ら
か
に
「
鎮

軍
」
を
「
領
事
」
と
誤
刻
し
た
例
の
見
え
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
「
宋
議
」

の
「
領
京
将
軍
」
は
ご
く
早
い
時
代
の
誤
写
も
し
く
は
誤
刻
と
判
断
で
き

る。

(398) 
陸安 2年 戊j文 34歳

翻

牢

之

と

す

る

説

A 

梁
一
時
超
(
こ
の
時
淵
明
は
二
十
七
歳
と
す
る
〉

ー
巻
一
一
一
の
作
品
は
年
代
販
に
配
列
さ
れ
、
「
始
作
鎮

軍
」
詩
が
冒
頭
に
あ
る
こ
と
は
、
庚
子
以
前
の
作
で

あ
る
こ
と
を
示
す
。

2

出
向
を
通
過
す
る
こ
と
は
至
近
の
京
口
(
北
府
の

所
在
地
)
に
向
か
う
こ
と
を
示
す

Q

3

こ
の
時
京
口
に
鎮
し
た
の
は
鎮
北
将
軍
劉
牢
之
で

あ
る
0

4

官
慌
と
な
っ
た
の
は
今
回
が
は
じ
め
て
。

一
方
「
南
史
」
武
帝
紀
は
鎮
軍
将
軍
と
領
案
将
軍
と
を
併
記
し
、
「
資

治
通
鑑
」
の
晋
紀
、
安
虫
病
w
戊
、
一
克
興
一
一
一
年
で
は
両
者
と
も
削
除
し
て
し

ま
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
立
主
ど
と
「
宋
書
」
の
棺
遣
を

勘
案
し
た
結
果
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ゆ
架
砕
超
の
「
陶
淵
例
年
譜
」
の
際
安
二
年
の
攻
、
及
び
陶
溺
の
「
陶
靖

節
先
生
年
譜
考
呉
」
の
際
安
五
年
の
項
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
点
に
着
目
す

る
が
、
後
述
す
る
よ
う
な
鋲
寧
は
劉
牢
之
な
り
と
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
論
旨

か
ら
、
結
果
と
し
て
は
こ
の
こ
と
を
無
視
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

。
銭
軍
将
軍
は
劉
牢
か
劉
総
か
に
つ
い
て
の
諸
説
一
覧

?
数
字
の
下
の
条
文
は
そ
の
論
拠
と
す
る
と
こ
ろ

-
H
H
の
記

号
は
見
解
の
一
致
・

i
ゐ
記
号
は
反
論
ム
の
記
号
は
論
拠

が
提
示
さ
れ
な
い
こ
と
を
示
す
。
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(339) 
降 35歳

K 

(
参
寧
と
な
っ
た
の
は
こ
の
年
か
翌
年
か
の
含
み
を

残
す
。
)

己亥

B

陶
溺

1

日
日
H
A

2

H
れ

H
A

3

こ
の
時
京
口
に
鋲
し
た
の
は
前
将
軍
錦
牢
之
で
あ

る
0

4

「
飲
酒
」
其
十
の
「
在
背
骨
東
遊
、
直
室
東
海
隅
」

は
こ
の
年
の
孫
怒
追
討
行
を
回
想
し
た
も
の
で
あ

る。

C

古
磁
(
こ
の
時
淵
明
は
二
十
四
歳
と
す
る
〉

-
U
H
H
A
2
H
H
H
B
3
H
H
U
B
 

D

了
仲
一
騎

1

節
義
の
人
淵
明
が
議
奪
者
劉
裕
に
く
み
す
る
は
ず

は
な
い
o

E

張
芝
(
卒
長
之
〉

0

0

0

 

1

0

F

乙
己
啓
一
一
月
」
詩
の
「
我
不
践
斯
境
歳
月
好

日
積
」
か
ら
す
れ
ば
「
始
作
鎮
軍
」
詩
は
前
年
の
甲

反
よ
り
も
っ
と
以
前
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

斯
波
ム
ハ
郎
H
H
H
B

古
川
事
次
郎
H
I
C

一
海
知
義
H
I
E

岡

村

繁

ム

H G F I J 

王

質

ム

呉
仁
傑
ム

5.1"-3託子

ー
「
滅
栄
緒
晋
帯
一
一
回
目
、
宋
武
帝
行
鎮
軍
将
軍
」

M

葉
夢
得

1
1
L

N

呉

浜

口

i
L

O

樫

敬

1
1
L

P

朱
自
清

-
i
i↓
B
 

2
i
i
ψ
B
 

3
i
i
v
B
 

Q

逢
欽
立
H
I
P

R

揚
勇

ー
「
栄
木
」
の
内
容
が
「
始
作
鎮
寧
」
詩
と
一
致

2
H
U
H
L
 

3

曲
附
仰
と
石
頭
(
説
裕
の
鎮
〉
と
は
近
接

S

摩
仲
安

-
H日
H
R

2
1
i
+
E
 

T

呉
雲
H
H
H
L

U

庶
満
先
ム

V

王
叔
眠
村

l
L

W

松
枝
茂
夫
、
和
田
武
司
ム
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(404) I (400) 
元興3年平氏11盛安4

40歳

各
説
出
典
一
覧

A

梁
…
務
超
「
陶
淵
明
年
譜
」
一
九
二
一
一
…

B

陶
溺
「
靖
節
先
生
年
譜
考
異
」
一
八
九
一
…
…

C

古
斑
「
階
情
節
年
譜
」
一
九
二
六

D

丁
仲
一
時
「
掬
淵
明
詩
一
筆
注
」
一
九
二
七

E

張
芝
〈
李
長
之
)
「
陶
淵
明
伝
論
」
一
九
五
ニ
ハ
邦
訳
「
陶
減
明
」

一
九
六
一
)

F
斯
波
六
郎
「
陶
淵
明
詩
訳
注
」
一
九
五

O

G

古
川
幸
次
郎
「
陶
淵
閥
的
伝
」
一
九
五

O

狂
一
海
知
義
「
陶
淵
明
」
(
岩
波
「
中
国
詩
人
選
集
〉
一
九
五
一
一
一

ー
岡
村
繁
「
陶
出
切
1

1

枇
俗
と
超
俗
」

(
N
H
K
ブ
ッ
ク
ス
〉
一
九

七
四

J

王
質
「
架
思
十
年
譜
」
高
宋

呉
仁
傑
「
陶
靖
節
先
生
年
譜
」
南
宋

李
諮
問
「
文
選
始
作
鎮
事
参
寧
詩
題
註
」
唐

葉
樹
げ
得
ハ
呉
氏
年
譜
隆
安
五
年
の
項
所
引
)
宋

削
除
浪
「
ム
ハ
朝
、
選
詩
定
論
」
清

K L NM  

一一一一一一

。
部

敬

清

朱
自
清
「
陶
州
側
関
年
諮
中
之
問
題
」
(
「
朱
白
清
文
集
」
第
二
冊
一
九

P 

遼
欽
立
「
掬
淵
明
年
譜
築
」
一
九
三
七

楊
勇
「
陶
淵
明
年
議
栄
一
訂
」
一
九
七
一

摩
仲
安
「
陶
淵
明
」
一
九
六
一
一
一

呉
雲
「
淘
淵
明
年
譜
」
一
九
八
一

U

底
満
先
「
陶
淵
明
詩
文
選
注
」
一
九
八
一

V

王
叔
抑
制
「
陶
淵
明
詩
委
託
稿
」
一
九
七
回

W

松
枝
茂
夫
・
和
問
武
司
「
陶
溺
明
」
一
九
八
三

。
朱
自
清
の
批
判
は
次
の
三
点
に
つ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。

A
こ
の
詩
が
年
次
頗
に
並
べ
ら
れ
た
巻
三
の
諸
作
の
冒
頭
に
あ
る
こ
と

か
ら
、
時
期
的
に
最
も
早
く
(
庚
子

l
i四
O
O年
以
前
に
〉
作
ら
れ

た
と
す
る
点
に
対
し
て
、

B

詩
題
の
「
出
向
」
は
北
府
の
鎮
の
あ
っ
た
京
口
に
近
く
、
曲
阿
を
通

過
す
る
こ
と
は
京
口
に
赴
く
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
こ
ろ
で
当
時

京
口
に
鎮
し
て
い
た
の
は
前
将
軍
(
又
は
鎮
北
将
軍
)
劉
牢
之
で
あ
っ

Q 
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た
と
す
る
点
に
対
し
て
、

C

「
欽
沼
」
其
十
の
「
夜
背
骨
遠
遊
産
至
東
海
隅
」
は
劉
牢
之
の
参

寧
と
し
て
遜
恩
追
討
に
参
加
し
た
こ
と
を
回
想
し
た
も
の
で
あ
り
、
鎮

軍
を
例
制
牢
之
と
す
る
こ
と
の
傍
証
と
な
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
、

朱
民
の
論
は
実
誌
に
徹
し
、
特
に
三
九
八
、
九
年
当
時
都
牢
之
の
称
号
が

鎮
北
将
寧
〈
梁
氏
説
)
も
し
く
は
前
将
軍
(
陶
・
古
氏
説
〉
で
あ
り
、
そ

れ
が
音
詑
ハ
梁
氏
〉
や
撹
習
(
陶
・
古
氏
〉
で
鎮
軍
将
軍
と
呼
ば
れ
た
の

だ
と
す
る
説
が
、
実
は
怒
意
的
な
資
料
の
改
鼠
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
右
の

B
-
C
の
ニ
点
は
現
在
で
も
定
説
的
な
扱

い
を
受
け
て
い
る
こ
と
か
、
り
す
れ
ば
、
朱
氏
の
批
判
は
あ
ら
た
め
て
注
話

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

⑬
「
文
選
」
の
「
半
丑
歳
七
月
」
詩
の
五
臣
注
、
「
劉
良
目
、
潜
詩
晋
所
作

者
皆
題
年
号
、
入
宋
所
作
者
但
題
甲
子
市
己
。
意
者
恥
事
二
姓
、
故
以
呉

之。」

⑭
こ
れ
以
外
に
も
二
七
九
(
武
帝
成
寧
五
〉
と
二
人

O
〈
武
帝
太
歳

党
〉
の
ニ
筋
一
所
に
鋲
一
寧
将
卒
の
記
事
が
見
え
る
が
、
中
華
帯
一
一
同
局
版
標
点
本

の
校
勘
一
記
の
誤
字
の
指
摘
に
従
っ
て
除
外
し
た

⑬
「
一
一
一
国
志
集
解
、
数
お
と
陳
姦
伝
の
注
に
「
鎮
寧
大
将
軍
、
第
ニ
ロ
問
、

資
初
六
年
夜
、
後
不
常
設
」
と
見
え
、
「
源
問
書
」
の
武
帝
紀
で
も
鋲
軍
将

家
は
二
六
九
年
(
泰
始
五
年
〉
に
廃
さ
れ
、
翌
六
年
に
復
活
さ
れ
た
と
い

う
一
記
事
の
あ
る
と
こ
ろ
な
ど
か
ら
も
、
こ
の
官
職
の
非
常
設
性
が
う
か
が

〉
げ
ん
可
。
。

⑬
「
前
節
集
番
後
い
ニ
ハ
「
大
慰
問
山
一

m文
襲
」
二
集
ニ

i
i
「
掬
淵
明
研
究

資
料
業
編
い
一
九
六
一
一
所
収
〉

⑫
「
陶
淵
明
年
譜
」
隆
安
二
年
。
梁
氏
が
こ
こ
で
用
い
て
い
る
テ
キ
ス
ト

は
「
文
選
」
系
の
も
の
で
あ
る
。
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