
｢楚
蔚
｣
九
章
の
恩
美
人
篤
に
お
け
る

｢美
人
｣
の
賓
鰹
に
つ
い
て

-

･･九
歌
と
鏡
銘

に
お
け
る

｢
美
人
｣

の
賓
埋
解
明
を
糸

口
と
し
て

･-

一

は
じ
め
に

｢楚
蔚
｣
九
責

(九
篇
)
の
中
に
､

思
美
人
骨

美
人
を
思
ひ

と

たた
ず

ri

撃
沸
而
野
胎

鞠
を
撃

り
て
窄

み

始

る

と
い
う
歌
い
だ
L
か
ら
成
る
思
美
人
と
い
う

一
篇
が
あ
る

(全
詩
は
後
掲
)0

こ
の
思
美
人
居
の

｢美
人
｣
は
､
王
逸

･
朱
嘉

･
林
雲
銘

･
薄
膜
等
は
｢慎
重
｣

を
指
す
と
し
'
近
代
の
渉
園
恩

･
郭
抹
若

･
居
茂
先
等
の
諸
家
は

｢
頃
裏
王
｣
を

指
す
と
解
し
て
い
る
｡
二
王
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
へ
こ
れ
ら
の
解
樺
は

『
史
記
』
の
屈
原
侍
や
王
逸
の

『楚
尉
章
句
』
等
に
停
え
ら
れ
る

｢屈
原
俸
説
｣

を
前
提
と
し
て
い
る
.
必
然
'
思
美
人
篇
の

｢美
人
｣
は
､
こ
の
二
説
の
範
囲
の

中
で
の
み
理
解
さ
れ
て
き
た
｡

が
へ
｢美
人
｣

は

｢慎
王
｣
を
指
す
'

い
や

｢頃
襲
王
｣
を
指
す
と
解
得
し
主

張
し
た
と
こ
ろ
で
へ

十
分
な
裏
付
け
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
｡
何
よ
り
も
'
｢屈

原
｣
に
つ
い
て
は
､
司
馬
光
の

『資
治
通
鑑
』
は

一
切
筆
録
し
て
い
な
い
｡
磨
季

(･-)

平
は

｢楚
詞
新
解
｣
に
お
い
て
､

｢
屈
原
並
没
有
這
人
｣
と
指
摘
し
て
い
る
.

胡

適
も

｢讃
楚
辞
｣
に
お
い
て
､

｢楚
節
｣
九
章
の
思
美
人
居
に
お
け
る

｢美
人
｣
の
賓
鰻
に
つ
い
て

石

川

三

佐

男

たよ

史
記
は
本
来
'
根
だ
し
-
は
募
る
べ
か
ら
ず
｡
し
か
し
て
屈
原

･
更
生
列
博

は
'
尤
も
そ
れ
弄
る
べ
か
ら
ず
-
･･･侍
課
の
屈
原
'
若
し
異
に
そ
の
人
在
ら

ば
'
必
ず
秦

･
湊
以
前
に
生
き
て
在
る
を
え
ず
｡

(2)

と
指
摘
し
て
い
る
｡
離
騒
篇
や
天
問
篇
の
作
者
は
涯
南
壬
割
安
で
あ
る
と
い
う
指

(3)

(4)

摘
も
あ
る
｡
つ
ま
り
'
｢屈
原
｣
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
は
重
大
な
疑
義
が
あ
る
0

か
か
る
中
に
あ
っ
て
､
長
沙
薦
王
堆

一
視
漢
基
等
か
ら
出
土
の
棺
衣
に
描
か
れ

た

｢昇
仙
園
｣
と
の
比
較
考
鐙
に
よ
っ
て
'
九
歌
の

｢美
人
｣
の
賓
鰻
は
墓
主
人

の

｢霊
魂
｣
で
､
こ
れ
が
九
歌
の
虞
の
主
人
公
で
あ
る
こ
と
が
分
っ
た
｡
ま
た
､

こ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
'
九
章
の
思
美
人
篇
の

｢美
人
｣
の
賓
鰹
も
墓
主
人

の

｢塞
魂
｣
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
浮
上
し
て
き
た
.
思
美
人
篇
そ
の
も
の

に
も
､
そ
う
し
た
疑
問
と
厳
格
す
る
表
現
が
い
く
つ
か
あ
る
｡
そ
の
よ
う
な
折
し

も
､
思
美
人
篇
の
言
語

･
内
容
と
直
接
関
わ
る
複
数
の
注
目
す
べ
き
出
土
鏡
の
銘

文
を
得
た
O
必
然
こ
れ
は
'
九
責
研
究
の
硯
鮎
の
幅
を
贋
げ
よ
う
.

そ
こ
で
'
小
論
で
は
'
九
歌
と
鏡
銘
に
お
け
る

｢美
人
｣
の
資
腔
解
明
を
糸
口

と
し
'
思
美
人
篇
に
お
け
る

｢美
人
｣
の
賓
鰹
究
明
を
試
み
た
い
と
思
う
｡

な
お
､

｢美
人
｣
と
い
う
言
語
は

｢楚
鮮
｣
主
要
作
品
中
'
右
の
思
美
人
篇
の

他
､
九
重
で
は
抽
思
篇
､
九
歌
で
は
少
司
命
篇

･
河
伯
簾
､
他
に
は
離
騒
篇
等
に

∵
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)

見
え
る
O

改
め
て
断
っ
て
お
-
が
'
従
来
の
諸
家
の
解
樺
は
'
こ
れ
ら
の
｢美
人
｣

に
つ
い
て
は
､
｢
慣
王
｣
を
指
す
と
か
､
｢頃
裏
壬
｣
を
指
す
と
か
'
司
命
神
を
描

す
と
か
'
屈
原
自
ら
を
指
す
と
い
う
よ
う
に
､
詩
篇
ご
と
に
説
が
愛
わ
っ
た
り
し

て

l
貫
し
な
い
.
こ
れ
は
例
え
ば
'
離
騒
篇
に
二
見
す
る

｢彰
威
｣
と
九
責
に
五

見
す
る

｢彰
威
｣
は
'
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
人
物
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は

な
い
か
｡
小
論
は
'
そ
の
問
題
の
解
決
を
も
試
み
た
い
｡

二

九
歌
に
お
け
る

｢美
人
｣
の
貿
鰹

九
歌
研
究
の
成
果
は
九
責
研
究
の
糸
口
と
も
な
る
｡
そ
の
よ
う
な
判
断
も
あ
っ

て
'
こ
こ
に
敢
え
て

『楚
節
の
九
歌
の
意
味
す
る
も
の
に
つ
い
て
-

離
騒
篇
の

構
造
併
せ
て

｢
昇
仙
囲
｣
と
の
比
較
に
及
ぶ
～

』
(自
家
版

1
九
八
七
年
)

と

(6)

｢葬
送
歌
群

『
楚
辞
』
九
歌
ト
書
き
｣
に
お
け
る
筆
者
の
九
歌
研
究
の
成
果
を
紹

介
す
る
｡
要
約
す
れ
ば
'
東
皇
太

一
篇
ほ
'
九
歌
の
虞
の
主
人
公
で
あ
る
墓
主
人

の

｢蛋
魂
｣
が
天
上
界
に
昇
り
'
そ
の
雄
と
な
る
こ
と
を
願
う
べ
-
'
祭
主
以

下
'
歌

･
舞

･
青
葉

･
酒
食

･
香
草
の
莫
蓑
等
の
あ
ら
ん
限
り
の
誠
意
を
蓋
く
し

て
天
上
界
の
東
塁
太

一
辞

(上
皇
す
な
わ
ち
上
帝
)
を
祭
り
'
併
せ
て
諸
々
の
神
々

を
合
柁
す
る
こ
と
を
う
た
う
詩
で
あ
る
｡
雲
中
君
篇
は
'
雲
中
君
す
な
わ
ち
雷
神

豊
隆
が
'
妻
と
の
契
合
を
求
め
る
道
す
が
ら
､
墓
主
人
の

｢霊
魂
｣
を
天
上
界
に

導
-
霊
威
の
あ
る
こ
と
を
啓
示
す
る
詩
で
あ
る
｡
湘
君
篇
は
'
湘
君
す
な
わ
ち

湖
水
の
沖
が
'
妻

(次
篇
の
湘
夫
人
)
と

の
再
合
を
求
め
る
道
す
が
ら
'
墓
主
人

の

｢霊
魂
｣
を
天
上
界
に
導
-
震
威
の
あ
る
こ
と
を
啓
示
す
る
詩
で
あ
る
｡
湘
夫

人
篇
は
'
湘
夫
人
す
な
わ
ち
湘
水
の
女
神
が
'
夫

(前
篇
の
湘
君
)
と
の
再
合
を

求
め
る
道
す
が
ら
､
墓
主
人
の

｢霊
魂
｣
を
天
上
界
に
導
く
霊
威
の
あ
る
こ
と
を

啓
示
す
る
詩
で
あ
る
.
大
司
命
篇
は
､
大
司
命
す
な
わ
ち
幕
命
や
運
命
を
司
る
碑

が
､
妻

(次
第
の
小
司
命
)
と
の
再
合
を
求
め
る
道
す
が
ら
､
寿
命
や
運
命
に
関
わ

二

る
こ
と
は
も
と
よ
り
'
墓
主
人
の

｢
霊
魂
｣
を
天
上
界
に
導
-
霊
威
の
あ
る
こ
と

を
啓
示
す
る
詩
で
あ
る
｡
少
司
命
篇
ほ
､
少
司
命
す
な
わ
ち
幕
命
や
運
命
を
司
る

碑
が
､
夫

(前
篇
の
大
司
命
)
と
の
再
合
を
求
め
る
道
す
が
ら
'
幕
命
や
運
命
に
関

わ
る
こ
と
は
も
と
よ
り
､
墓
主
人
の

｢霊
魂
｣
(詩
中
の

｢美
人
｣)
を
天
上
界
に
導

く
蛋
威
の
あ
る
こ
と
を
啓
示
す
る
詩
で
あ
る
o
東
君
篇
は
'
東
君
す
な
わ
ち
太
陽

の
御
者
義
和
が
'
墓
主
人
の

｢霊
魂
｣
を
天
上
界
に
導
く
霊
威
の
あ
る
こ
と
を
啓

示
す
る
詩
で
あ
る
｡
河
伯
篇
は
'
河
伯
す
な
わ
ち
河
沖
が
'
妻
と
の
再
脅

(紳
婚
)

を
得
た
こ
と
､
及
び
こ
れ
に
よ
っ
て
高
揚
し
た
霧
威
を
も
っ
て
墓
主
人
の

｢霊

魂
｣
(詩
中
の

｢美
人
｣)
を
南
浦
に
お
い
て
見
送
る
こ
と
を
啓
示
す
る
詩
で
あ
る
｡

山
鬼
篇
は
'
山
鬼
す
な
わ
ち
山
中
の
墓
主
人
の

｢形
塊
｣
が
､
自
ら
の

｢霊
魂
｣

と
の
再
合
を
麺
望
し
'
そ
の
取
り
残
さ
れ
た
孤
猪
感
を
啓
示
し
哀
訴
す
る
詩
で
あ

る
｡
国
境
第
は
､
戦
死
し
た
墓
主
人
の
魂

･
塊
が
冥
界
の
英
雄
と
な
る
こ
と
を
願

っ
て
う
た
う
詩
で
あ
る
.
蔭
魂
篇
は
'
祭
主
以
下
'
戦
死
し
た
墓
主
人
の
魂

･
塊

が
冥
界
の
英
雄
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
行
っ
た
園
蕩
篇
の
薩
を
成
し
終
え
た
こ
と

を
承
け
て
､
墓
碑
を
達
す
る
た
め
の
歌

･
舞

二
者
饗
を
添
え
､
も
っ
て
神
々
'
及

び
九
歌
の
主
人
公
の
魂

･
塊
の
永
遠
を
願
っ
て
う
た
う
詩

で
あ
る
｡
要
す
る
に

｢楚
蔚
｣
九
歌
は
､
墓
主
人
の

｢霊
魂
｣
(美
人
)
を
神
々
の
震
威
を
か
り
て
天
上

界
に
返
り
､
そ
の
永
遠
を
願
う
主
題

(国
境
篇
･
蔭
魂
篇
)
に
l
連
す
る
葬
送
歌
群

で
あ
る
｡
九
歌
の
中
に
死
者
の
魂
塊
に
直
接
関
わ
る
山
鬼

･
園
蕩

･
穫
魂
等
の
詩

篇
が
存
在
す
る
の
も
'
こ
れ
を
裏
付
け
よ
う
｡

こ
こ
で
､
九
歌
の
虞
の
主
人
公
す
な
わ
ち
墓
主
人
の

｢霊
魂
｣
が
登
場
す
る
く

だ
り
を
前
掲
の
拙
著
の
解
樺
に
よ
っ
て
示
せ
ば
､
少
司
命
篇
に
､

満
堂
今
美
人

(ふ
と
見
遣
れ
ば
)
満
堂
の
美
人

(==霊
魂
)

忽
猫
輿
余
骨
日
成

忽
ち
濁
り
余
と
目
成
すも

のい

入
不
言
骨
出
不
許

(そ
の
美
人
)
入
る
に
言
は
ず
出
づ
る
に
欝
せ
ず
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乗
回
風
曾
我
雲
旗

(中
略
)

荷
表
号

意
帯

憶
而
釆
骨
忽
而
逝

た

回
風
に
乗
り
て
雲
旗
を
載
つ

(か
の
美
人
)
荷
の
表
し
意
の
符
し

憶
と
し
て
来
た
り
忽
と
し
て
逝
く

(が
ご
と
し
)

た王しい

と
あ
る

(｢重
魂
｣
の
動
作
に
つ
い
て
は
､
遠
遊
篇
に
も

｢紳

穣
忽
と
し
て
反
ら
ず
｣
と

あ
る
)｡
東
君
篇
に
'

駕
龍
輸
骨
乗
雷

載
雲
旗
骨
委
蛇

長
大
息
骨
格
上

心
低
層
骨
顧
慎

と
あ
る
｡
河
伯
篇
に
'

子
交
字
号
東
行

速
夫
人
骨
南
浦

波
潜
番
号
来
迎

魚
隣
隣
骨
膜
予

(ふ
と
下
界
を
見
下
ろ
せ
ば
人
の
塞
魂
)
龍
鶴
に
駕
し
て
雷

に
乗
り

雲
旗
を
載
て
て
委
蛇
た
り

(か
の
人
)
長
大
息
し
て
格
に

(天
上
界
に
)
上
ら
ん
と

す
れ
ど

心
は
低
侶
し
て
顧
み
慣
ふ

(が
ご
と
し
)

(さ
れ
ば
妻
な
る
)
子

と
手
を交
へ
て
克
行
し

(かの
)
美
人

(=
霊

魂
)
を南
浦
に
造
れ
ば

波
は
溶

々
と
し
て
来

た
り
迎え
したか

魚
は
隣
々
と
し
て
予

に
屡
ふ

と
あ
る
｡

な
お
'

一
方
､
九
重
に
は
'
こ
の
九
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
と
同
内
容
の
言

語
や
同

一
の
言
語
が
か
な
り
見
ら
れ
る
.

｢美
人
｣

と
い
う
言
語
は
そ
の
典
型
で

も
あ
る
が
､
さ
ら
に
例
を
挙
げ
れ
ば
､

九
歌
の
山
鬼
器
に
い
う

｢離
憂
｣
(憂
ひ

うれ

に
配
る
)
と
九
責
の
懐
沙
篇

･
思
美
人
篇
に
い
う

｢離
愁
｣
(
放
心

ひ
に
解
る
)
の
場

合
も
同
様
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
'
九
歌
の
山
鬼
居
の
主
人
公

｢
山
鬼
｣

の

｢憂
ひ
｣
と
九
責
の
慣
沙
篇

･
思
美
人
岩
の
主
人
公
の

｢放
心ひ
｣
と
は
､
同
質

の
も
の
と
判
断
さ
れ
る
｡
言
語
の
面
だ
け
で
は
な
い
｡
九
歌
と
九
葺
と
は
詩
の
内

｢楚
鮮
｣
九
章
の
思
美
人
簾
に
お
け
る

｢美
人
｣
の
賓
睦
に
つ
い
て

容
の
面
で
も
脈
絡
す
る
O
特
に
山
鬼
簾
と
思
美
人
篇
の
脈
絡
は
顕
著
で
あ
る
O

三

｢連
弧
文
銘
帯
鏡
｣
の
銘
文
に
お
け
る

｢美
人
｣
の
膏
障

鏡
を
副
葬
す
る
と
い
う
中
国
文
化
の
贋
が
り
を
反
映
し
て
'
今
日
'
中
国
の
古

鏡
は
園
内
各
地
は
も
と
よ
り
'
ベ
ト
ナ
ム
･
韓
図

･
日
本
等
の
墳
墓
か
ら
も
相
皆

の
数
量
に
上
っ
て
出
土
し
て
い
る
｡
考
古
学
の
目
覚
ま
し
い
章
達
も
あ
っ
て
､
製

作
時
代
も
ほ
と
ん
ど
特
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
出
土
鏡
に
は
有
銘
の
も
の
が

多
い
｡
多
く
は
類
型
的

･
慣
用
的
で
あ
る
｡
琴
言
的

･
呪
文
的
な
も
の
も
多
い
｡

銘
文
と
し
て
始
め
か
ら
不
完
全
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
多
い
｡
必
然
こ
れ
は
､
副

(7)

葬
明
器
の
性
格
と
関
わ
ろ
う
｡
た
だ
し
'
銘
文
の
研
究
や
鮭
系
化
は
必
ず
し
も
十

分
で
は
な
い
｡
前
漠
鏡
の
銘
文
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
｡
か
か
る
前
漢
鏡
は
､

墳
墓
の
中
､
特
に
棺
内
や
棺
蓋
上
や
墓
主
人
の
頭
部
の
そ
ば
や
頭
部
上
か
ら
多
く

出
土
す
る
｡
壁
に
も
例
が
あ
る
が
'
頭
部
の
南
側
に
置
か
れ

て
い
る
こ
と
も
あ

る
o
胸
部
上
の
場
合
も
あ
る
｡
春
秋
鏡

の
例

で
あ

る
が
'
頭
部
と
足
先
に
置
か

れ
､
あ
る
い
は
全
身
を
飾
る
よ
う
に
頭
部

･
胸
部

･
股
部

･
膝
部

･
濫
部

･
足
部

(I,.)

に

一
線
に
置
か
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
.
鏡
は
本
来
､
姿
を
映
す
化
粧
用
具
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
が
'
出
土
鏡
の
中
に
は
'
ふ
つ
う
姿
は
映
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
石

鏡
や
鉛
鏡
も
含
ま
れ
て
い
る
｡
毒
騒

･
准
河
流
域
の
墳
墓
か
ら
出
土
し
始
め
て
'

後
に
か
な
り
の
虞
が
り
を
示
し
て
い
る
前
漢

｢重
囲
精
白
鏡
｣
群
の
中
に
は
､
銘

へ9)

文
が
外
囲
と
内
方
に
配
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
o
こ
の
場
合
､
園
は
天

･
陽
を

表
し
'
方
は
地

･
陰
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の

｢重
囲
精
白
鏡
｣
の

銘
文
に
は
'
死
者
の
行
き
着
-
場
所
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
｢玄
錫

(玄
牡
を
意
味

し
ょ
う
)｣
や

｢
霊
泉
｣
(黄
泉
窒
息
味
し
よ
う
)
と
い
う
言
語
も
慣
用
さ
れ
て
い
る
｡

≡
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四
十
四
集

『
抱
朴
子
』
播
磨
篇
や

『遺
戒
』
(正
乙
部
)
に
引
-

『
上
清
明
鑑
要
経
』
に
は
'

鏡
に
は
天
上
の
諸
神
仙
と
合
わ
し
む
る
機
能
が
あ
る
と
い
う
｡
鏡
に
天
や
不
老
不

死
の
世
界
が
描
か
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
ろ
う
｡
中
国
の
古
鏡
の
鏡
面
は

｢不
死
の
領

(m)

域
｣
を
表
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
.
副
葬
鏡
は
ま
た
､
冥
界
の
太
陽
や
月

の
よ
う
な
役
目
も
果
た
し
て
い
よ
う
｡
あ
る
い
は
､
後
世
の
資
料
で
は
あ
る
が
'

元
の
伊
世
珍
の
撰
と
さ
れ
る

『
瑞
軍
記
』
(巻
下
)
に
は
'
｢純
陽
の
古
鏡
｣
に
は

好
ま
し
き
相
手
の

｢
至
陰
の
気
｣
を
入
れ
篭
め
て
散
じ
さ
せ
な
い
機
能
の
あ
る
請

を
博
え
て
い
る
｡

押
し
進
め
て
い
え
ば
､

｢純
陰
の
鏡
｣
に
は

｢
至
陽
の
束
｣
を

入
れ
寵
め
る
こ
と
も
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡
鏡
は
そ
れ
ほ
ど
に

｢気
｣
の
類
に
関
わ
る
｡
准
河
流
域
等
の
前
漠
の
墳
墓
か
ら
無
数
に
出
土
す
る
俵

言

･
呪
文
か
ら
成
る
明
光
鏡
の
銘
文

(ほ
と
ん
ど
不
完
全
で
あ
る
)
に
､
｢内
而
清
而

汰

以
而
昭
明
而
光
而
象
夫
而
日
月
而
心
而
不
堪
｣
と
あ
る

｢
不
湛
｣
(鞭
ら
す
不
か
れ
)

は
'
鏡
が

｢気
｣
の
類
に
関
わ
る
こ
と
を
直
接
裏
付
け
よ
う
｡
な
お
､
『漢
書
』

(巻
六
八
)
蛋
光
博

｢光
之
葬
賜
東
園
温
明
｣
の
服
慶
の
荘
に
'

東
園
に
此
の
器
を
虞
く
｡
形
は
方
漆
桶
の
ご
と
も

1
面
を
開
-
O
漆
も
て

こ
れ
に
塞
き
'
鏡
を
以
て
其
の
中
に
置
き
'
以
て
屍
の
上
に
懸
け
'
大
赦
す

る
に
井
せ
て
こ
れ
を
蓋
ふ
｡

と
あ
る
の
に
見
ら
れ
る
棺
蓋
懸
鏡
の
習
俗
は
､
遼
寧
省
蓋
願
九
境
地
の
後
漠
の
墳

墓
か
ら
出
土
の
文
字
埼

(二
種
)
の
一
つ
に
､

嘆
じ
て
日
-
'
死
者
の
魂
棺
櫛
に
蹄
し
'
妄
り
に
飛
揚
し
'
行
に

(期
)
元

(;)

き
こ
と
無
か
れ
｡
寓
歳
の
後
乃
ち
復
た
含
せ
ん
､
と
｡

と
あ
る
の
に
見
ら
れ
る
､
文
字
壕
の
呪
文
を
も
っ
て
死
者
の

｢霊
魂
｣
が
旋
還
し

て
き
て
棺
林
に
留
ま
る
こ
と
を
促
す
習
俗
と
'
同

一
の
観
念
に
基
づ
い
て
い
る
で

あ
ろ
う
｡
こ
の
こ
と
か
ら
'
副
葬
鏡
に
は
'
文
字
壊
の
そ
れ
と
同
様
に
死
者
の

｢霊
魂
｣
の
旋
遠
を
促
す
呪
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

四

以
上
の
こ
れ
ら
を
基
に
'
墳
墓
か
ら
出
土
す
る
前
漢
鏡
に
関
す
る
筆
者
の
基
本

的
な
考
え
を
い
え
ば
､
多
く
は
明
器

(債
券
)
と
し
て
鏡
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

そ
の
銘
文
に
は
'
死
後
の
世
界
に
お
け
る
墓
主
人
の
思
い
や
理
想
や
悲
願
に
関
わ

る
も
の
が
か
な
り
含
ま
れ
て
い
る
｡
さ
ら
に
い
え
は
､
古
代
エ
ジ
プ
ト
人
は
､
死

ぬ
と
魂
は
昇
天
す
る
が
再
び
そ
の
道
鰻
に
戻
っ
て
-
る
と
信
じ
て
い
た
の
で
､
遺

鮭
は
ミ
イ
ラ
と
し
て
大
切
に
保
指
し
'
そ
の
棺
蓋
の
上
に
木
彫
し
た
死
者
の
半
身

(12)

像
を
安
置
し
'
魂
の
戻
る
場
所
を
明
示
し
た
と
さ
れ
る
が
'
墳
墓
か
ら
出
土
す
る

前
漢
鏡
に
も
'
そ
れ
と
似
た
呪
術
的
機
能
が
付
興
さ
れ
て
い
た
｡
も
ち
ろ
ん
'
こ

の
考
え
は
'
鏡
の
機
能

･
鏡
を
副
葬
す
る
習
俗

･
死
生
観

･
出
土
状
況

･
国
柄

･

銘
文
の
内
容

･
文
化
史
的
意
義

･
文
厳
と
の
比
較
等
の
兼
合
的
な
研
究
に
よ
っ
て

検
琵
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
O
こ
こ
で
は
便
宜
上
､
主
に
銘
文
の
内

容
の
考
察
を
も
っ
て
す
る
｡

そ
の
こ
と
を
断
っ
た
上
で
い
う
と
'
近
年
､
我
が
国
の
蒲
生
時
代
の
墳
墓
か
ら

筆
者
の
考
え
と
脈
絡
し
'
か
つ

｢楚
鮮
｣
研
究
の
上
で
も
興
味
深
い
中
国
前
漠
読

が
相
つ
い
で
出
土
し
て
い
る
.
中
で
も
､
『
立
岩
遺
跡
』
(河
出
書
房
新
社

1
九
七

七
年
)
に
所
載
の
､
立
岩
堀
田
遺
跡
の
襲
棺
墓
か
ら
出
土
の

｢童
圏
精
白
鏡
｣
の

窺

(も
と
秦
末
藻
初
の
幕
春

･
推
河
流
域
の
墳
墓
か
ら
出
土
し
始
め
'
そ
の
後
各
地
か
ら

出
土
し
て
い
る
)
教
面
と
､
『
蒲
生
古
鏡
を
掘
る
-

北
九
州
の
国
々
と
文
化
-

』

(北
九
州
市
立
考
古
博
物
館

一
九
九
一
年
)
に
所
載
の
､
北
九
州
筑
紫
野

･
朝
倉
域

の
東
小
田
峰
十
競
嚢
棺
墓
か
ら
出
土
の

｢連
弧
文
銘
帯
鏡
｣
､

同
じ
-
佐
賀
城
の

二
塚
山
十
五
銃
撃
棺
墓
か
ら
出
土
の

｢蓮
弧
文
銘
帯
鏡
｣
は
､
と
も

に
銘
文
が

｢楚
鮮
｣
九
重
の
言
語

･
内
容
と

一
致
す
る
こ
と
か
ら
'
特
に
荘
目
さ
れ
る
｡
こ

こ
で
は
必
然
'
そ
の
鮎
を
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
｡
た
だ
し
'
立
岩
堀
田
遺
跡

の
蜜
柑
墓
か
ら
出
土
の

｢重
圏
精
白
鏡
｣
の
銘
文
に
つ
い
て
は
'
後
述
の
中
国
前

漠

｢重
囲
精
白
鏡
｣
の
銘
文
群
と
関
わ
る
の
で
､
今
は
措
く

こ
と
と
す
る
.
普
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面
'
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
､
東
小
田
蜂
十
祝
宴
棺
墓
と
二
塚
山
十
五
現

賓
棺
墓
か
ら
出
土
の
二
つ
の

｢連
孤
文
銘
帯
鏡
｣
の
銘
文
に
お
け
る

｢美
人
｣
の

室
温
に
つ
い
て
で
あ
る
｡

そ
の
二
つ
の

｢達
弧
文
銘
帯
鏡
｣
の
銘
文
は
､
前
者
は
､

潔
清
白
而
事
君

療
法
之
合
明

玄
□
錫
流
浮

恐
疎
而
日
忘
美
人

と
い
う
内
容
か
ら
成
り
､
後
者
は
'

潔
清
白
而
事
君

療
法
之
合
明

偽
玄
錫
而
流
浮

恐
疎
而
日
忘
美
人

外
承
而
皆
絶

と
い
う
内
容
か
ら
成
っ
て
い
る
｡

試
み
に
､
こ
の
二
つ
の

｢蓮
弧
文
銘
常
流
｣
の
銘
文
を
讃
ん
で
み
る
と
'
｢
(戟

お
ほ

う
ら

は
)
清
白
を
潔
く
し
て
君
に
事

へ
し
に
､
淫
の
明
を

合

(寡
)
ふ
に

悉

(怨
)
ま
れ
､

た
と

こ
ころ
ぎ
し

玄
錫
の
流
淳
に
釣

り

つ
-
こ
と
と
な
り
､
恐

(
志

)
は
疎
ん
ぜ
ら
れ
て
日
に
美
人

に
忘
れ
ら
れ
ん
と
す
｣
と
列
讃
で
き
る
｡
後
者
の
宋
句
の

｢外
承
而
盾
絶
｣
は
､

中
国
前
浜

｢重
囲
精
白
鏡
｣
の
銘
文
群
末
句
に
､

｢外
承
擢
之
可
読
'

慕
窃
宛
於

霊
泉
'
琴
水
思
而
田
絶
｣
と
あ
る
う
ち
の
､
文
意
は
直
接
結
び
付
か
な
い

｢外

承
｣
と

｢而
EB
絶
｣
の
部
分
を
踏
ヰ
言
八た
表
現
で
あ
る
こ
と
か
ら
'
纏
ま
っ
た
句

と
し
て
譲
む
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
､
句
と
し
て
は
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
｡
こ

れ
は
'
明
答

(慣
器
)
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
.

か
か
る
銘
文
の
言
語

･
内
容
'

及
び
鏡
の
形
式
か
ら
､
こ
の
二
つ
の

｢連
弧
文
銘
帯
鏡
｣
は
中
院
前
漠
鏡
'
つ
普

｢楚
辞
｣
九
章
の
思
美
人
篤
に
お
け
る
美
人
の
｢寮
監
｣
に
つ
い
て

り
舶
載
鏡
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
O

銘
文
は
詩
藍
を
と
っ
て
か
つ
類
型
的
で
あ

る
こ
と
も
明
白
で
あ
る
O
こ
の
こ
と
か
ら
､
こ
の
二
つ
の
銘
文
と
相
類
型
す
る
読

の
銘
文
は
他
に
も
な
お
存
在
し
､
渚
釆
さ
ら
に
出
土
す
る
こ
と
が
漁
想
さ
れ
る
｡､∵

上
に
述
べ
た
筆
者
の
基
本
的
な
考
え
や
こ
れ
ま
で
の
鏡
銘
に
関
す
る
研
究
成

果
､
及
び
以
下
の
損
接
を
踏
ま
え
る
と
'
こ
の
二
つ
の

｢蓮
弧
交
錯
帯
鏡
｣
の
銘

文
に
お
け
る

｢
美
人
｣
は
､
墓
主
人
の

｢霊
魂
｣
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
｡
そ
の
根
接
は
､
次
の
ご
と
-
で
あ
る
｡

第

1
に
は
､
こ
の
二
つ
の

｢蓮
弧
文
銘
帯
鏡
｣
は
い
ず
れ
も
賓
棺
か
ら
出
土
し

て
い
る
こ
と
､
及
び
銘
文
が
極
め
て
不
完
全
で
あ
る
こ
と
か
ら
'
そ
れ
ぞ
れ
呪
術

的
性
格
を
も
つ
副
葬
明
器
と
し
て
鎧
造
さ
れ
た
も

の
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
で
あ

る
｡な

お
'
蒲
生
時
代
の
古
墳
か
ら
は
､
わ
ざ
わ
ざ
破
砕
し
た
上
'
研
磨
や
穿
孔
を

施
し
た
中
国
前
浜

｢精
白
鏡
｣
｢重
囲
銘
帯
鏡
｣
等
の
破
鏡
が
出
土
す
る
｡

こ
の

よ
う
な
鏡
に
は
､
少
な
く
と
も
化
粧
用
具
と
し
て
の
性
格
は
な
-
､
呪
術
的
性
格

が
付
輿
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
と
す
れ
ば
'
二
つ
の

｢連
弧
文
銘

帯
鏡
｣
の
よ
う
に
最
初
か
ら
不
完
全
な
鏡
の
場
合
は
､
な
お
さ
ら
呪
術
的
性
格
が

強
い
と
い
え
よ
う
｡

第
二
に
は
､
第

一
の
判
断
､

ま
た

｢潔
清
白
而
事
君
｣

｢恐

(志
)
疎
而
日
忘

美
人
｣
｢
(願
永
思
而
)
軍
紀
｣
等
の
句
を
錯
ま
え
る
と
､
二
つ
の

｢蓮
弧
文
銘
帯

鏡
｣
の
露
文
は
､
先
に
述
べ
た
墓
主
人
の
思
い
や
理
想
や
悲
願
と
深
く
関
わ
り
'

そ
の
主
題
は
､
か
つ
て
懇
ろ
な
関
係
に
あ
っ
た

｢
君
｣
(｢美
人
｣
と
同
格
)
と
の
再

合
を
悲
願
し
哀
訴
す
る
鮎
に
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡

し
か
も
'
か
か
る
主
題
は
､
親
鮭
智
の

『
小
校
経
閣
金
文
革
本
』
(巻
十
五
)
に

所
載
の
'
秦
代
の
墳
墓
か
ら
出
土
の

｢
愁
思
鏡
｣
の
銘
文
群
に
､

愁
思
悲
願

愁
思
悲
願
し
て

五
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日
本
中
国
学
合
報

第
四
十
四
集

見
□
君
不
説

(君
)
に
見
ほ
ん
と
す
れ
ど
も
君
は
説
は
ず

[
･･J

相
思
願
無
極

相
思
願
し
て

極

る

こ
と
無
か
ら
ん
こ
と
を

と
あ
る
の
と
も
類
型
す
る

(｢極
る
｣
と
は
､
九
歌
の
薩
魂
篇
や

｢重
囲
精
白
鏡
｣
の
銘

文
の
末
句
の

｢絶
｣
と
同
じ
で
､
再
合
の
道
を
絶
つ
こ
と
で
あ
ろ
う
)｡
ま
た
'
前
述
の

主
人
公

｢山
鬼
｣
が
'
自
ら
の

｢霊
魂
｣
と
の
再
合
を
勉
望
し
う
そ
の
取
り
残
さ

れ
た
孤
猫
感
を
啓
示
し
哀
訴
す
る

｢楚
鮮
｣
九
歌
の
山
鬼
簾
の
主
題
と
も
版
絡
す

る
｡
哀
訴
に
つ
い
て
は
､
北
斉
の
寂
之
控
の

『
顔
氏
家
訓
』
風
操
篇
に
は
､
江
南

の
葬
に
は
時
に

｢
哀
訴
の
言

(節
)｣
の
み
が
行
わ
れ
た
と
俸
え
る
.

第
三
に
は
､
第
二
の
判
断
を
踏
ま
え
る
と
'
二
つ
の

｢連
弧
文
銘
帯
鏡
｣
の
銘

文
は
､
思
想
的
に
は
､
人
が
死
ぬ
と

｢霊
魂
｣
と

｢形
塊
｣
は
分
離
し
､
｢霊
魂
｣

は
天
上
界
に
昇
り

｢
形
塊
｣
は
地
下
界
に
蹄
す
と
い
う
､
特
に
前
漢
に
盛
行
の
博

(14)

銃
的
な
死
生
観
と
関
わ
る
｡
も
っ
と
具
段
的
に
は
､
銘
文
に
い
う

｢君
｣
(美
人
)

の
賓
鰻
は
墓
主
人
の

｢霊
魂
｣
で
あ
り
'
主
人
公
は
そ
れ
に
取
り
残
さ
れ
た

｢形

塊
｣
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
.

な
お
､
後
抱
の
前
漢

｢
重
囲
精
白
鏡
｣
の
銘
文
の

｢君
｣
は
､
清
質
す
な
わ
ち

沖
和
の
気
と
同
質
で
あ

っ
て
､
鏡
の
中
に
塞
ぎ
止
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
､
潜

れ
易
い
性
質
で
あ
る
こ
と
か
ら
'
賓
箆
は

｢霊
魂
｣
と
判
断
さ
れ
る
｡
二

つ
の

｢連
弧
文
銘
帯
鏡
｣
の
銘
文
に
い
う

｢君
｣
は
､
そ
の

｢君
｣
と
重
な
る
｡
｢
君
｣

と
い
う
言
語
を
も
っ
て

｢塞
魂
｣
を
い
い
表
す
例
は
､
｢楚
箭
｣
招
魂
篇
に
も
､

魂
骨
蹄
乗

魂
よ
蹄
り
乗
た
れ

君
無
上
天
些

君
よ
天
に
上
る
無
か
れ

と
あ
る
O
『
上
海
博
物
館
戒
青
銅
鏡
』
に
所
載
の
前
漠

｢
君
達
行
鏡
｣
の
銘
文
に
I

君
旋
行
来

君
よ
旋
行
し
て
乗
た
れ

と
あ
る
の
も
'
そ
れ
に
関
わ
ろ
う

(前
引
の
文
字
噂
の
呪
文
も
蓉
照
)｡

第
四
に
は
､
再
合
を
悲
願
し
哀
訴
す
る
の
ほ
'
現
世
の
男
女

･
夫
婦

･
君
臣
問

六

の
場
合
だ
け
と
は
限
ら
ず
'
死
後
の
世
界
に
お
け
る

｢形
塊
｣
の

｢塞
魂
｣
に
封

す
る
場
合
に
も
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
｡

こ
の
鮎
､
司
馬
相
如
の
長
門
鵜
に
､

魂
臨
侠
而
不
返
骨

魂
は
験
供
し
て
返
ら
ず

形
枯
稿
而
猪
居

形
は
枯
稿
し
て
猪
思
す

と
あ
る
の
は
､
｢魂
｣
に
取
り
残
さ
れ
た

｢形
｣
の
孤
猫
を
示
す
例
で
､
｢形
｣
の

哀
訴
を
読
み
取
れ
よ
う
0

｢形
塊
｣
は
そ
の
よ
う
に
孤
猪
で
あ
り

｢
憂
魂
｣
と
の

(巧)

再
合
を
悲
観
す
る
の
で
'
明
代
の
壬
璽
石
買
地
券
に
も
'

陰
精
交
構

陰
精
交
購
せ
ん
と
す

陽
気
旋
還

陽
気
よ
旋
還
せ
よ

と
あ
る
の
で
あ
ろ
う
｡
さ
ら
に
は
'
後
漢
時
代
に
盛
行
の
墓
参
文
に
は

｢
招
魂
｣

(16)

｢招
魂
｣
と
い
う
職
制
も
見
ら
れ
る
｡
古
代
の
俸
続
的
な
死
生
観
や
職
名
か
ら
し

て
､
墓
主
人
の
悲
願
と
関
わ
る
職
制
と
考
え
ら
れ
る
｡

な
お
､
後
漠
の
魂
伯
陽
の

『
周
易
参
同
契
』
に
は
､

と
も

陽
碑
を
魂
と
日
ひ
､
陰
神
を
塊
と
日
ふ
｡
脱
の
魂
と
輿
に
す
る
や
互
い
に
宅

室
と
吊
る
.

と
あ
る
.
こ
こ
に
見
ら
れ
る

｢宅
室
と
馬
る
｣
と
い
う
状
態
は
'
｢
霊
魂
｣
と

｢形

塊
｣
の
再
合

･
契
合
の
一
結
果
で
あ
り
'

一
種
の

｢再

生
｣
と
考
え
ら
れ
る
.

第
五
に
は
､

二
つ
の

｢連
弧
文
銘
帯
鏡
｣

の
銘
文
に
お
け
る

｢美
人
｣
(君
)

と
主
人
公
の
関
係
は
'
｢事
君

(君
に
事
ふ
)｣
と
あ
る
こ
と
か
ら
､

ほ
と
ん
ど
現

世
の
君
臣
間
の
関
係
の
よ
う
に
見
え
る
が
､
そ
の
賓
は

｢
震
魂
｣
と

｢形
塊
｣
の

い
わ
ば
身
分
関
係
を
表
現
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡

｢震
魂
｣
と

｢形
塊
｣
の
関
係
を

｢君
｣
と

｢臣
｣
の
関
係
で
と
ら
え
'
さ
ら

に

｢霊
魂
｣
(君
)
に

｢形
塊
｣
(臣
)
が
仕
え
る
と

い
う
形
で
認
識
す
る
事
案
が

あ

っ
た
こ
と
は
'
『
准
南
子
』
詮
言
訓
に
､
｢紳

(霊
魂
)
は
形

(形
暁
)
よ
り
も
貴
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し
｣
と
あ
り
'
哲
康
の

｢養
生
論
｣
に
､

｢精
神
の
形
骸
に
於
け
る
や
'

猶
は
園

に
君
有
る
が
ご
と
き
な
り
｣
と
あ
る
｡
ま
た
'

『後
漢
書
』
伸
長
統
悟
の
注
に
'

｢陽
を
君
と
為
し
'
陰
を
臣
と
属
す
｣
と
あ
り
'
羅
践
玉
の

『嚢
陽
家
墓
遺
文
』

に
引
-
唐
故
河
南
府
参
軍
花
陽
張
府
君
墓
誌
銘
に
､
墓
主
人
の
言
と
し
て

｢
三
魂

を
主
と
為
し
'
四
鮭
を
賓
と
焦
す
｣
と
あ
る
｡

第
六
に
は
､
第
五
の
判
断
と
関
わ
る
が
､
梁
上
椿
の

『
巌
窟
戒
鏡
』
第
二
集
上

に
所
載
の
､
山
東
出
土
の
秦
末
漠
初

｢草
葉
心
思
君
主
鏡
｣
の
銘
文
に
'

天
上
見
長

天
上
を
見
る
こ
と
長
-

心
思
君
主

心
に
君
主
を
思
ふ

と
あ
り
'
羅
振
玉
の

『
古
鏡
園
録
』
(巻
下
)
に
所
載
の

｢君
王
天
上
見
鏡
｣
の
銘

文
に
'天

上
見
長

天
上
を
見
る
こ
と
長
-

心
思
君
王

心
に
君
主
を
思
ふ

と
あ
る
の
に
見
ら
れ
る

｢
君
主
｣
も
'
そ
れ
が
天
上
の
人
で
あ
る
こ
と
､
鏡
の
呪

術
的
機
能
'
及
び
副
葬
明
器
と
し
て
の
鏡

一
般
の
出
土
状
況
か
ら
'
そ
の
賓
鮭
は

｢震
魂
｣
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡

し
か
も
'
こ
れ
に
従
え
ば
'
｢重
魂
｣
は

｢美
人
｣
｢
君
｣
と
表
現
さ
れ
る
他
､

｢
君
王
｣
と
も
尊
宿
さ
れ
た
O
死
者
が

｢鬼
の
雄
｣
｢壬
｣
｢大
王
｣
と
な
る
例
が

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
'
後
に
鯖
れ
よ
う
｡

第
七
に
は
'
二
つ
の

｢達
弧
文
銘
帯
鏡
｣
の
銘
文
は
､
類
型
的
で
慣
用
的
で
'

特
に
中
国
前
漠

｢重
圏
精
白
鏡
｣
の
銘
文
群
の
一
部
を
構
成
す
る
句
か
ら
成

っ
て

い
る
が
､
か
か
る
事
案
を
踏
ま
え
た
上
で
､
銘
文
を
そ
の

｢重
囲
精
白
鏡
｣
の
銘

文
群
に
照
ら
し
て
見
る
と
'
二
つ
の

｢蓮
弧
文
銘
帯
鏡
｣
の
銘
文
の

｢美
人
｣

(君
)
の
書
経
は
'
墓
主
人
自
ら
の

｢塞
魂
｣
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡

そ
の

｢重
囲
精
白
鏡
｣
の
銘
文
を
'

｢中
国
前
漢

『精
白
鏡
』

の
銘
文
の
新
訳

｢楚
節
｣
九
章
の
思
美
人
第
に
お
け
る

｢美
人
｣
の
賓
鰻
に
つ
い
て

究
(詩
誌
)｣
(自
家
版

せ
ば
'
内
帯
銘
は
'

言
｣
で
あ
っ
て
'

内
清
質
以
昭
明

一
九
九
〇
年
十
月
)
に
お
け
る
筆
者
の
解
義
例
を
も
っ
て
示

祭
主
等
に
よ
る
墓
主
人

に
向
け
た
葬
薩
上
の

｢俵
言

･
呪

光
輝
象
夫
日
月

心
忽
揚
而
願
息

然
塞
塞
而
不
堪

?
?
塞
君
以
明

と
い
う
内
容
か
ら
成
り

は
墓
主
人
の

｢形
塊
｣

潔
清
白
而
事
君

怨
陸
産
之
弁
明

換
玄
錫
之
流
薄

志
疎
遠
而
日
忘

憤
廉
美
之
窮
膳

(17
)

(さ
て
も
こ
の
鏡
は
)
清
質

(
=
沖
和
の
気
)
を
内
る
る
に

昭
明

(=
神
聖
な
火
や
あ
か
り
)
を
以
て
し

か
たど

光
輝
は
夫
の
日
月
に
象

れ

り

(鏡
の
藁
的
機
能
は
こ
れ
に

よ
っ
て
す
べ
て
備
わ
っ
た
こ
と
を
い
う
)

(さ
れ
ば
こ
れ
を
服
す
る
汝
は
)
心
忽
揚
と
し
て
息
な
ら

ち
刀

ん
こ
と
を

願

ひ

しか

な

然

も

要
塞
し
て

(こ
の
清
質
-
沖
和
の
気
を
)
滑
ら
す

不

か

れ

(言
外
に
､
さ
す
れ
ば
必
ず
効
験
あ
ら
ん
､
と
い
う
)ふさ

(効
験
あ
り
て
天
上
よ
り
汝
の
君
旋
遺
せ
ば
そ
の
)
君
を

塞

ぎ
と
ど
む
る
に
は

(こ
の
霊
妙
な
鏡
の
)
明
を
以
て
せ
よ

(末
句
は
類
型
の

｢重
困
精
白
鏡
｣
の
銘
文
に
よ
る
)､
外
帯
銘

に
よ
る

｢猪
白

･
哀
訴
｣
で
あ
っ
て
'

(そ
れ
に
つ
け
て
も
我
は
)
清
白

(-
精
晩
)
を
潔
-
し

つ
か

て
君

(-
主
君
た
る

｢霊
魂
｣)
に
事

へ
し
にお

ほ

そ
ね

(不
僕
理
に
も
)
陰
確

(-
陰
官
)
の
明
を
弁

ふ

に

怨

ま

れ
(か
く
し
て
宿
命
と
し
て
)
玄
錫

(=
玄
虻
)
の
流
浮

に

か
ん

換

せ
ら
れ

(た
め
に
身
も
)
志
も
遠
き
に
疎
ん
ぜ
ら
れ
て
日
に
忘

れ
ら
れ
ん
と
す

う
つく

(そ
れ
に
つ
け
て
も
)
懐
に
露
美

(-
我
が
美
)
は
題
し

き
に
窮
ま
り

七
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日
本
中
闘
学
舎
報

第
四
十
四
集

と
こ
ろ

外
承
騒
之
可
説

(も
っ
て
)
外
承
措

(
-
司
命
紳
)
の
設
ぶ
べ
き

之

(釈
)

∴ご

と
な
り
し
か

い
と
ほ

慕
窺
詑
於
霊
泉

(さ
れ
ば
我
が
身
の
)
窃
宛
た
る
を

慕

し

み
て

(か
の
)

ゆ

塞
泉

(=去
只
泉
)
に
於

か
ん

か
ぎ

LS
,水
思
而
農
絶

顕
は

-

は

永
-

(棉
)
思
ひ
て

(再
合
の
道
を
)
経

る

こ

と
母
か
ら
ん
こ
と
を

と
い
う
内
容

か
ら
成

っ
て
い
る

(底
本
は
染
上
棒
の
『巌
岩
歳
鏡
』
第
二
集
上
に
よ

る
)｡
こ
の
銘
文
群
も
ほ
と
ん
ど
不
完
全
で
'
明
器
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
｡

因
み
に
'
銘
文
中
の

｢垂
君
｣
｢事
君
｣
の
君
を

｢憂
魂
｣
と
解
樺
す
る
の
ほ
､

全
藍
の
内
容
と

｢塗
塞
｣
｢不
湛
｣

等
の
表
現
か
ら
､

そ
の
賓
鰻
は

｢清
質
｣
チ

な
わ
ち
沖
和
の
気
と
同
質
で
､
鏡
の
中
に
塞
ぎ
止
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
'
照

れ
易
い
性
質
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
｡
ま
た
'
『
涯
高
子
』
倣
異
訓
に
'

其
れ
人
の
世
に
拘
る
や
'
必
ず
形
繋
が
れ
て
締
潜
る
o

たま
)い

と
あ
る
漣
れ
易
い
性
質
の
｢

碑

｣

と
同
質
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
O

な
お
､
こ
こ
の

｢塞
君
｣
と
い
う
表
現
が
､
九
葦
の
惜
往
自
薦
に
お
い
て
重
要

な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
繰
り
返
さ
れ
る

｢惜
塞
君
之
不
昭
｣
｢倍
垂
君
之
不
識
｣
の

句
と
直
接
関
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
'
先
に
轡
れ
た
拙
著
で
論
じ
た
こ
と
が
あ

る
｡そ

こ
で
'
こ
の
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
'
右
の

｢重
囲
精
白
鏡
｣
の
銘
文
と
二

つ
の

｢連
弧
文
銘
帯
鏡
｣

の
銘
文
と
を
照
合
す
る
と
'

｢連
弧
文
銘
帯
鏡
｣
の
銘

文
は
'
右
の

｢重
圏
精
白
鏡
｣
の
外
帝
銘
を
跨
芋

竺
｣
成

っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
o
そ
の

｢重
圏
精
白
鏡
｣
の
外
帯
銘
は
､
墓
主
人
の

｢形
塊
｣
に
よ
る

｢
猫
白

･
哀
訴
｣
で
あ
る
こ
と
か
ら
､
｢連
弧
文
銘
帯
読
｣
の
銘
文
も
墓
主
人
の

｢形
塊
｣
に
よ
る

｢
濁
白

･
哀
訴
｣
と
判
断
さ
れ
る
.
し
か
も
､
二
つ
の

｢連
孤

文
銘
帯
鏡
｣
の
銘
文
の

｢恐
疎
而
日
忘
美
人
｣
と
右
の

｢重
囲
精
白
鏡
｣
の
銘
文

八

の

｢志
疎
遠
而
日
忘
｣
と
は
'
言
語

･
内
容
と
も
に
重
な
る
こ
と
か
ら
'
二
つ
の

｢連
弧
文
銘
帯
鏡
｣
の
銘
文
に
お
け
る

｢美
人
｣
｢君
｣
は
､
右
の

｢重
囲
精
白

鋭
｣
の
外
背
銘
の

｢君
｣
と
同
格

で
､
墓
室
人
自
ら
の

｢霊
魂
｣
と
判
断
さ
れ

る
o
の
み
な
ら
ず
'

こ
れ
に
よ

っ
て
､
二
つ
の

｢蓮
弧
文
銘
帯
鏡
｣
の
銘
文
と

｢重
圏
精
白
鏡
｣
の
銘
文
と
は
ま
さ
に
互
文
と
同
じ
関
係
で
あ

っ
て
'
お
互
い
の

主
題
を
浮
き
彫
り
に
す
る
｡
つ
ま
り
'
右
の

｢重
囲
精
白
鏡
｣
の
外
帯
銘
の

｢志

疎
遠
而
日
忘
｣
は

｢志
疎
遠
両
日
忘
美
人
｣
の
意
で
あ
る
｡

し
た
が
っ
て
､
以
上
相
脈
絡
す
る
七
つ
の
板
接
を
跨
ま
え
て
い
え
ば
'
二
つ
の

｢達
弧
交
錯
帯
鏡
｣
の
銘
文
に
お
け
る
｢美
人
｣
｢君
｣
の
賓
腹
は
墓
主
人
の
｢
蛋

現
｣
で
あ
り
､
そ
れ
と
の
再
合
を
悲
願
し
哀
訴
す
る
基
盤
は

｢
霊
魂
｣
に
取
り
残

さ
れ
た

｢形
塊
｣
で
あ
る
.
ま
た
､
そ
の
主
題
は
､
前
述
の
九
歌
の
山
鬼
篤
の
主

題
と
臆
絡
し
､
ひ
い
て
は
後
述
の
九
章
の
思
美
人
篇
と
も
脈
絡
す
る
〇

四

｢
心
思
美
人
鏡
｣

の
銘
文
に
お
け
る

｢
美
人
｣
の
賓
髄

前
湊
の
出
土
鏡
に
関
す
る
筆
者
の
基
本
的
な
考
え
と
脈
絡
す
る
と
い
う
鮎
で

は
､
次
の
鏡
銘
の
場
合
も
同
棲
で
あ
る
｡

(19
)

『
四
川
省
出
土
銅
鏡
』
(文
物
出
版
社
)
の
中
に
､

一
九
五
四
年
､
成
都
草
子
山

の
墳
墓
か
ら
出
土
し
た
前
漢

｢
心
思
美
人
鏡
｣
の
罵
虞
と
拓
影
が
収
録
さ
れ
て
い

る
｡
そ
の
銘
文
は
'

心
思
美
人

心
に
美
人
を
思
ふ

母
忘
大
王

大
王
を
忘
る
る
母
か
れ

と
い
う
内
容
か
ら
成
っ
て
い
る
.
ま
た
､
E推
振
玉
の

『
古
鏡
囲
録
』
(零
下
)
に
､

出
土
地
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
､
｢美
人
大
王
鏡
｣
の
拓
影
が
収
録
さ
れ
て
い
る
0
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そ
の
銘
文
に
は
'

心
思
芙
人

心
に
美
人
を
思
ふ

母
忘
大
王

大
王
を
忘
る
る
章
か
れ

と
あ
る
｡
こ
れ
ら

｢
心
思
美
人
鏡
｣

｢美
人
大
王
鏡
｣

の
銘
文
は
全
-
同
じ
で
あ

る
｡
た
だ
し
､
字
形
が
散
妙
に
異
な
る
他
､
国
柄
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
｡

い
う
ま
で
も
な
く

こ
の
こ
と
は
'
二
つ
の
鏡
は
同

1
の
鋳
型
で
鋳
造
し
た
も

の
で
は
な
く
'
全
く
別
物
で
あ
る
こ
と
を
示
す
｡
そ
の
こ
と
も
あ
り
､
先
の
二
つ

の

｢連
弧
文
銘
帯
鏡
｣
の
銘
文
や

｢重
囲
精
白
鏡
｣
の
銘
文
群
と
同
様
に
'
銘
文

が
萩
塾
的
で
あ
る
鮎
､
特
に
注
目
さ
れ
る
.
こ
れ
と
同
内
容
か
相
類
型
す
る
銘
文

は
'
他
に
も
存
在
し
､
搭
乗
さ
ら
に
出
土
す
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
る
｡

と
こ
ろ
で
'

こ
の
二
つ
の

｢
心
思
美
人
鏡
｣
｢美
人
大
王
鏡
｣

の
銘
文
に
見
ら

れ
る

｢
美
人
｣
は
､

い
ず
れ
も

｢大
王
｣
と
封
鷹
す
る
が
'

｢大
王
｣
の
こ
と
も

含
G
'
こ
れ
だ
け
で
は
そ
の
賓
鮭
は
明
ら
か
で
は
な
い
.

が
'
二
つ
の

｢連
弧
文
銘
帯
鏡
｣
の
銘
文
に
お
け
る

｢
美
人
｣
の
賓
鮭
は
墓
主

人
の

｢塞
魂
｣
で
あ
る
と
い
う
前
述
の
論
語
を
踏
亨

見
る
と
'
右
の

｢
心
思
美
人

鏡
｣
｢美
人
大
王
鏡
｣
の
銘
文
に
お
け
る

｢美
人
｣
の
賓
鰹
も
'
墓
主
人
の

｢
蛋

魂
｣
と
判
断
さ
れ
る
.

ひ
い
て
は
'

そ
れ
と
の
封
底
か
ら
'
｢大
王
｣
の
賓
鰻
は

｢霊
魂
｣
に
取
り
残
さ
れ
た

｢形
塊
｣
と
判
断
さ
れ
る
｡

な
お
､
｢大
王
｣
が
墓
主
人
の

｢形
塊
｣

を
意
味
す
る
こ
と
は
'

右
の
よ
う
な

観
鮎
か
ら
指
摘
で
き
る
他
'

｢楚
蔚
｣

九
歌
の
園
蕩
篇
で
は
汝
死
者
の
魂
塊
は

｢鬼
の
雄
｣
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
い
'
後
漢
の
鷹
砂
の

『
風
俗
通
義
』
(巻
九
)

べ
つれ
い

に
引
-

｢楚
辞
｣
で
は

竃

壷

の
屍
が
逃
げ
て
や
が
て
局
の

｢王
｣
と
な
っ
た
と
い

い

'
『荘
子
』
至
契
農
で
は
館
腰
は
荘
子
と
の
問
答
の
中
で
自
ら
を

｢南
面
の
三
｣

と
い
う
､
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
よ
う
｡

し
た
が
っ
て
'
以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
て
い
え
ば
､
｢
心
思
美
人
一軍
｣
｢美
人
大

｢楚
節
｣
九
章
の
思
美
人
篇
に
お
け
る

｢美
人
｣
の
裏
腹
に
つ
い
て

王
鏡
｣
の
銘
文

の

｢美
人
｣
の
箕
鎧
は
墓
主
人
の

｢東

魂
｣
で
あ
り
､

一
方
の

｢大
王
｣
の
賓
鮭
は

｢美
人
｣
(震
魂
)
に
取
り
害
さ
れ
た

｢形
塊
｣
で
あ
る
｡

五

｢楚
蔚
｣
九
章

の
思
美
人
篇
に
お
け
る

｢美
人
｣
の
賓
鱒

さ
て
'
｢楚
節
｣
九
章
の
思
美
人
篇
は
'

思
美
人
骨

撃
沸
而
貯
胎

媒
経
路
阻
骨

言
不
可
結
而
論

塞
寛
之
煩
寛
骨

陪
滞
而
不
顎

申
且
以
野
中
情
今

志
沈
苑
而
芙
連

覇
寄
言
於
浮
雲
今

週
豊
隆
而
不
格

因
蹄
鳥
而
致
蔚
骨

美
迅
高
而
難
嘗

高
辛
之
藍
盛
骨

遭
玄
鳥
而
致
論

欲
変
節
以
徒
俗
骨

娩
易
初
而
屈
志

猫
歴
年
而
離
怒
号

美
酒
心
強
未
化

美
人
を
思
ひ

と

たた
ず

rt

操
を

撃

り
て

窄

み

始

る

媒
繕
え
路
阻
に
し
て

おく

言
結
ん
で
詰
る
べ
か
ら
ず

け
んけ
ん

寒

々

と
し
て
褒
菟
し

陪
滞
し
て
顎
せ
ず

申
且
以
て
中
情
を
野
べ
ん
と
す
れ
ば

志
沈
苑
し
て
達
す
る
美
し

言
を
浮
雲
に
寄
せ
ん
と
願
ふ
にし

たが

豊
隆

(=
雷
神
)
に
遇
へ
ど
も

洛

は

ず

蹄
鳥
に
困

り
て
辞
を
致
さ
ん
と
す
れ
ば

あ
あ
は
や

兼

迅

く

高
-
し
て
普
た
り
難
し

高
辛
の
重
の
盛
ん
な
る

(さ
れ
は
)
玄
鳥
に
遭
ひ
て
語
り
も
の
を
致
さ
ん

節
を
愛
へ
以
て
俗
に
従
ほ
ん
と
欲
す
る
は

は

初
め
を
易
へ
志
を
屈
す
る
を
塊
づ

う
れ

かか

濁
り
年
を
歴
て
慾

ひ
に
離

れ
る
も

菜
摘
心
強
は
未
だ
化
せ
ず

九
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日
本
中
国
学
合
報

第
四
十
四
集

寧
陰
閏
而
毒
考
骨

何
軽
易
之
可
烏

知
前
轍
之
不
遜
骨

未
改
此
度

皐
既
覆
而
居
顛
骨

董
濁
慎
此
異
路

勘
験
膜
而
更
駕
骨

造
父
烏
我
操
之

遷
速
攻
而
勿
駐
今

朝
慣
日
以
須
時

指
幡
罫
之
西
院
骨

興
燕
黄
以
烏
期

開
春
硬
歳
今

白
日
出
之
悠

悠

吾
格
蕩
志
而
愉
楽
骨

遵
江
夏
以
娯
憂

撃
大
薄
之
芳
置
骨

審
長
洲
之
宿
葬

惜
吾
不
及
古
人
骨

吾
誰
興
玩
此
芳
苛

解
篇
藩
興
誰
某
号

備
以
烏
交
侭

侃
窺
紛
以
瞭
韓
骨

途
萎
絶
而
離
異

吾
且
僧
侶
以
娯
憂
今

寧
ろ
隠
関
し
て
毒
考
な
る
も

何
ぞ
変
易
を
之
れ
馬
す
べ
け
ん

前
轍
の
途
げ
ざ
る
を
知
る
も

未
だ
此
の
度
を
改
め
ず

事
故
に
覆
り
て
馬
顛
る
る
も

ああ
塞

漏
り
此
の
異
路
を
慎
ふ

p～)
J･]

膜
駿
に
勤
し
て
更
め
駕
す
れ
ば

ぞう
ほ

造

父

我
が
馬
に
之
を
操
る

遣
る
こ
と
遼
次
と
し
て
駆
る
こ
と
勿
く

いささ
柳
か
日
を
憤
り
て
以
て
時
を
須
つ

幡
家
の
酉
隈
を
指
し

興
に
療
黄
以
て
期
と
為
す

開
春
護
歳

白
日
出
づ
る
こ
と
悠
々
た
り

ほし
い

吾
格
に
志
を
蕩
ま
ま
に
し
て
愉
楽
せ
ん
と
す

な
ぐ
さ

江
夏
に
遵
ひ
て
以
て
憂
ひ
を
娯
む

と

大
藩
の
芳
直
を
撃
り
と

長
洲
の
宿
葬
を
零
れ
ど
も

吾
の
古
人
に
及
ぼ
ざ
る
を
惜
し
む

も
てあ
そ

吾
誰
と
異
に
か
比
の
芳
草
を
玩

ぽ

ん

薦
薄
と
稚
菜
と
を
解
い
て

僻

へ
て
以
て
交
侭
と
馬
を
ば

侭
は
績
粉
と
し
て
以
て
絵
韓
し

いぜ
つ

蓬
に
萎

絶

し
て
離
具
す

吾
且
-
僧
侶
し
て
以
て
憂
ひ
を
娯
め

観
南
人
之
変
態

窺
伏
在
中
心
骨

揚
飲
潰
而
不
挨

芳
輿
浮
其
薙
探
骨

尭
芳
華
白
申
出

紛
郁
郁
其
遠
蒸
骨

痛
内
而
外
揚

情
輿
質
信
可
保
今

兼
居
蔽
而
聞
葺

合
辞
嘉
以
烏
埋
骨

慣
畢
祉
而
緑
木

困
芙
蓉
而
烏
媒
号

俸
案
裳
而
濡
足

登
高
書
不
説
今

入
下
書
不
能

固
険
形
之
不
服
骨

然
容
輿
而
狐
疑

贋
造
前
室
今

未
改
此
度
也

命
則
虞
幽
吾
購
儒
今

願
及
白
日
之
未
暮

猫
糞
畿
而
南
行
骨

思
診
成
之
放
也

10

商
人
の
変
態
を
観
る

ひそ
窺

か
に
快
は
中
な
る
心
に
在
り
と
し

普

既
の
葱
を
揚
げ
て
挨
た
ず

芳
と
津
と
其
れ
薙
探
し

兼
芳
葦
は
中
よ
り
出
づ

あ
か

粉
と
し
て
郁
々
と
し
て
其
れ
遠
-

蒸

り

内
に
満
ち
て
外
に
揚
が
る

情
と
質
と
信
に
保
つ
べ
し

菟
居
は
蔽
は
る
る
も
聞
こ
ゆ
る
こ
と
は
責
ら
か
な
り

な
かだち

(さ
れ
ば
)
藤
吉
を
し
て
以
て

理

と

馬
き
し
め
ん
か

し虻
を
挙
げ
て
木
に
縁
る
を
障
る

芙
蓉
に
困
り
て
媒
と
馬
さ
ん
か

ーカカ

裳
を
塞
げ
て
足
を
濡
ら
す
を
障
る

(そ
れ
に
つ
け
て
も
)
高
き
に
登
る
は
吾
説
は
ず

下
き
に
入
る
は
吾
能
は
ず

から
だ

固
よ
り
険
が
形
は
之
れ

(高
き
に
登
る
や
下
き
に
入
る

こ-こ

杏
)
服
と
せ
ざ
れ
は

し
か然

く
容
興
し
て
狐
疑
す

前
書
を
慶
途
せ
ん
と
し
て

未
だ
此
の
度
を
改
め
ず

を

つ
か

命
は
則
ち
幽
に
盛

り
吾
渚
に

罷

れ

ん
と
す

覇
は
-
は
白
日
の
未
だ
暮
れ
ざ
る
に
及
は
ん
こ
と
を

け
いけ
い

濁
り
畿

々

と
し
て
南
行
す
る
は

彰
成
の
故
を
思
へ
ば
な
り

と
い
う
内
容
か
ら
成
っ
て
い
る
｡
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つ
ま
り
､
主
人
公
が

｢
美
人
｣
と
の
再
台
を
願
う
け
れ
ど
も
'
で
き
な
い
ま
ま

に
西
に
南
に
紡
復
す
る
こ
と
を
主
た
る
内
容
と
し
て
い
る
｡
そ
し
て
'
前
述
し
た

よ
う
に
､

従
来
こ
の
思
美
人
簾
の

｢美
人
｣
に
つ
い
て
は
､

｢慎
王
｣
を
指
す
と

も

｢頃
裏
王
｣
を
指
す
と
も
解
樺
さ
れ
て
い
る
｡

が
'
筆
者
は
'
前
述
し
た
よ
う
な

｢
屈
原
停
説
｣
に
関
す
る
疑
義
と
以
下
の
根

接
か
ら
'
こ
の
思
美
人
篇
の

｢美
人
｣
の
賓
鮭
は
墓
主
人
の

｢霊
魂
｣
で
あ
る
と

判
断
す
る
｡

第

一
に
は
'
九
歌
の

｢美
人
｣
が
墓
主
人
の

｢霊
魂
｣
と
い
う

こ
と
に
な
る

と
､
九
章
の
思
美
人
篇
の

｢美
人
｣
も
そ
れ
と
同
質
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
で
あ

る
｡第

二
に
は
､
九
章
の
言
語

･
内
容
と
脈
絡
す
る
二
つ
の

｢連
弧
文
銘
帯
鏡
｣
の

銘
文
の

｢美
人
｣
が
墓
主
人
の

｢霊
魂
｣
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
､
九
章
の
思
美

人
篇
の

｢美
人
｣
も
そ
れ
と
同
質
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
.

第
三
に
は
'

｢
心
思
美
人
鏡
｣

｢美
人
大
王
鏡
｣

の
銘
文
に
お
け
る

｢
心
思
美

人
｣
の

｢
美
人
｣
が
墓
主
人
の

｢
蛋
魂
｣
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
､
句
表
現
が
重

な
る
思
美
人
篇
冒
頭
の

｢
思
美
人
骨
｣
の

｢美
人
｣
も
'
そ
れ
と
同
質
と
判
断
さ

れ
る
こ
と
で
あ
る
｡

お
く

第
四
に
は
､
思
美
人
篇

に
お
け
る

｢媒
｣
｢言
'
結
ん
で

詰

る

｣
｢中
情
を
野

したが

ぶ
｣
｢言
を
浮
雲

に
寄

せ
ん
と
顧
ふ
に
､
豊
隆

(雷
神
)
に
遇
へ
ど
も
格
は
ず
｣

あ
あ
はや

｢野
鳥
に
困
り
て
辞
を
致
さ
ん
と
す
れ
ば
､
義

迅

く

高
-
し
て
営
た
り
難
し
｣

｢高
辛
の
憲
の
盛
ん
な
る
､
(さ
れ
ば
)
玄
鳥
に
遭
ひ
て
静
り
も
の
を
致
さ
ん
｣
等

の
表
現
を
踏
ま
え
る
と
'
主
人
公
が
再
合
を
願
う
と
こ
ろ
の

｢美
人
｣
の
賓
鰻
は

天
上
界
に
離
れ
去
っ
た
自
ら
の

｢塞
魂
｣
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡

な
お
､
鳥
が
天
に
戻
る
と
い
う
考
え
は
'
『詩
経
』
大
雅
の
早
麓
篇
に
'
｢鳶
は

いた

飛
ん
で
天
に
戻
る
｣
と
あ
り
､
｢楚
蔚
｣
九
歌
の
少
司
命
策
に
､
鮭
容
が
鳥
の
少
司

｢楚
軒
｣
九
章
の
思
美
人
篇
に
お
け
る

｢美
人
｣
の
賓
鮭
に
つ
い
て

命
が

｢九
天
に
登
る
｣
と
あ
り
'
小
論
冒
頭
に
鯖
れ
た

｢昇
仙
固
｣
で
も
確
認
で

き
る
｡
浮
雲
が
天
上
や
高
山
等
に
か
か
る
こ
と
に
つ
い
て
は
説
明
を
要
し
な
い
｡

ま
た
へ
｢美
人
｣
が
天
上
界
に
い
る
こ
と
は
､
離
騒
篇
に
'

惟
草
木
之
零
落
骨

惟
れ
草
木
の
零
落
す
る
が
ご
と
く

恐
美
人
之
遥
暮

美
人
の
遅
暮
す
る
こ
と
を
恐
る

と
あ
っ
て
､
主
人
公

｢
震
均
｣
(屈
原
)
は

｢美
人
｣
を
求
め
て
崖
嶺
山
を
越
え
'

果
て
は
天
上
界
に
遊
行
し
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
よ
う
｡

な
かだち

第
五
に
は
､
思
美
人
篇
に
お
け
る

｢辞
嘉
を
し
て
以
て

理

と

為
さ
し
め
ん
か
｣

｢芙
蓉
に
困
り
て
妹
と
馬
さ
ん
か
｣
等
の
表
現
は
､
｢美
人
｣
と

の
仲
立
ち
を
紳

壷
を
憩
依
さ
せ
た
り
反
魂
の
呪
力
が
あ
る
と
さ
れ
る

｢香
草
｣
に
託
そ
う
と
す
る

こ
と
で
あ
っ
て
､
こ
れ
も

｢美
人
｣
の
賓
鐙
が
神
霊
の
類
で
あ
る
こ
と
を
浮
き
彫

り
に
す
る
こ
と
で
あ
る
｡

｢楚
節
｣
の
中
で
香
草
が
そ
う
し
た
役
割
を
す
る
こ
と
は
'
九
歌
の
湘
君
居
に
､

上

窮
余
訣
骨
江
中

(機
な
る
を
見
て
妻
の
霊
を
意
ら
し
め
ん
と
)
余
が
決
を
江

す

中
に
損

て

チ

造
余
侭
骨
濃
浦

余
が
侭
を
淫
浦
に
遺
て

と

采
芳
洲
今
杜
若

芳
洲
の
杜
若
を
采
り

おく

洛
以
遺
骨
下
女

格
に
以
て

(わ
が
妻
な
る
)
下
女
に
遺
ら
ん
と
す

と
あ
る
｡
類
型
は
湘
君
篇

･
大
司
命
篇

･
山
鬼
篇
に
も
見
ら
れ
'
い
ず
れ
も
陰
な

る
者
と
陽
な
る
者
が
相
契
合
す
る
こ
と
を
願
う
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
南

北
朝
時
代
末
障
初
の
社
台
卿
の

『
玉
燭
賓
典
』
(竜
三
)
に
引
-

『韓
詩
章
句
』
に

つ

は
､
鄭
園
の
俗
で
時
代
は
特
定
し
難
い
が
'
魂
を
招
き
塊
を
績
ぐ
際
に
香
草
｢蘭
｣

を
用
い
る
こ
と
を
停
え
て
い
る
｡

第
六
に
は
､
九
重
の
主
人
公
は
惜
諦

･
渉
江
南
篇
に
お
い
て
崖
蕃
山
に
登
ろ
う

と
し
天
に
昇
ろ
う
と
し
て
で
き
な
い
が
､
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
'
思
美
人
篇
に
'

一
一
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第
四
十
四
集

華
南
吾
不
競
争

高
き
に
登
る
は
吾
訣
は
ず

入
下
吾
不
能

下
き
に
入
る
は
吾
能
は
ず

と
あ
る
の
は
'
｢高
き

(崖
蕃
山
や
天
)
に
登
る
ほ
我
は
能
は
ず
'
下
き

(也
)
に

入
る
ほ
我
は
説
は
ず
｣
の
倒
言
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡

つ
ま
り
'
主
人
公
は

｢美
人
｣
を
探
し
求
め
て
鬼
富
山
な
い
し
は
天
に
行
き
た

い
.
が
､
飛
掲
能
力
が
な
い
の
で
で
き
な
い
o
さ
り
と
て
こ
の
ま
ま
地
下
に
入
る

こ
と
も
で
き
か
ね
る
'
と
い
う
｡
そ
こ
で
､
こ
れ
を
承
け
る
の
で
､

から
だ

国
旗
形
之
不
服
骨

固
よ
り
験
が
形

は

之
れ

(高
き
に
登
る
や
下
き
に
入
る

こと

を
)
服
と
せ
ざ
れ
は

し
か

然
容
輿
而
狐
疑

然

-

容
興
し
て
狐
疑
す

と
い
う
｡

果
た
し
て
そ
う
で
あ
れ
ば
'
右
の

｢高
き
に
登
る
云
々
'
下
き
に
入
る
云
々
｣

の
表
現
は
'
前
述
の

｢
(人
の
死
す
る
や
)
魂
気
は
天
に
蹄
し
'
形
晩
は
地
に
辞
す
｣

と
い
う
死
生
観
と
襟
章
に
関
わ
る
｡
そ
し
て
こ
れ
は
'
主
人
公
の
賓
鮭
が

｢
形

塊
｣
の
類
で
あ
る
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
す
る
｡

な
お
'
俸
統
的
な
死
生
観
と
は
異
な
る
が
'
道
家
の
書
で
あ
る

『関
戸
子
』
四

符
簾
に
は
'
笹
清
な
る
者
の
塊
は
魂
に
従
っ
て
升
り
'
重
濁
な
る
者
の
魂
は
塊
に

(20)

従
っ
て
降
る
こ
と
が
あ
る
と
い

う

.

翻
っ
て
い
え
ば
､
そ
の
よ
う
に
な
ら
な
い
場

合
に
､
塊
に
は
魂
に
取
り
残
さ
れ
た
孤
猫
感
が
生
じ
ょ
う
〇
九
歌
の
山
鬼
篇
の
主

人
公

｢
山
鬼
｣
の
孤
猫
は
こ
れ
で
あ
る
o
ひ
い
て
は
九
葦
の
主
人
公
の
孤
猫
も
'

こ
の
孤
渇
と
判
断
さ
れ
る
｡

第
七
に
は
'
思
美
人
篇
に
お
け
る

｢美
居
は
蔽
は
る
る
も
聞
こ
ゆ
る
こ
と
は
妻

を

つか

ら
か
な
り
｣
｢命
は
則
ち
幽
に
慮

り
吾
格
に

罷

れ

ん
と
す
｣

等
の
表
現
と
､

九
敬

の
山
鬼
篇
に
お
け
る

｢松
柏

(墳
墓
の
樹
)
に
蔽
は
る
｣
｢余
は
幽
笠

(な
る
墳
墓
の

つひ

中
)
に
慮
る
ゆ
え
に
終

に
天
を
見
ず
｣
等
の
表
現
と
は
､
確
宴
に
封
唐
す
る
こ
と

一
二

か
ら
'
思
美
人
篇
の
世
界
と
山
鬼
籍
の
墳
墓
な
る
世
界
と
は
ほ
と
ん
ど
饗
わ
ら
な

い
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡

な
お
､
山
鬼
篇
の
墳
墓
な
る
世
界
と
重
な
る
と
い
う
鮎
で
は
､
渉
江
篇
も
同
様

で
あ
る
｡
ま
た
､
思
美
人
篇
と
山
鬼
篇
の
主
題
は
共
通
し
'
主
人
公
の
憂
い
の
内

容
も
同
質
で
あ
る
と
い
う
鮎
に
つ
い
て
は
'
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
｡

第
八
に
は
'
思
美
人
篇
に
お
け
る
豊
隆

･
高
辛

･
造
父

･
彰
成
等
は
'
い
ず
れ

も
天
上
の
神
明
や
地
下
の
古
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
'
そ
れ
ら
と
関
わ
り
を
も
っ
た

り
も
と
う
と
す
る
主
人
公
も
'
こ
の
世
の
者
で
は
な
-
紳
霧
の
類
と
判
断
さ
れ
る

こ
と
で
あ
る
｡

こ
の
鮎
'
悲
回
風
篇
に
､

の

嬢
青
冥
而
嬉
虹
骨

青
冥
に
接
り
て
虹
を
嬉
べな

途
億
忽
而
刑
天

速
に
僚
忽
と
し
て
天
を
耶
づ

と
あ
り
'
ま
た
'

漂
新
劇
其
上
下
骨

漂
ひ
て
粛
々
と
し
て
其
れ
上
下
し

-I.▲.

巽
遥
遠
其
左
右

巽
り
て
遥
々
と
し
て
其
れ
左
右
す

と
あ
っ
て
､
明
ら
か
に
常
人
の
能
力
で
は
な
い
こ
と
か
ら
も
指
摘
で
き
よ
う
｡

な
お
'
悲
回
風
篇
に
お
け
る
主
人
公
の
飛
糊
能
力
の
獲
得
は
､
長
沙
砂
子
塘

一

(21)

説
墓
外
棺
側
板
漆
霊

(前
漢
初
期
)
の
墓
主
人

(
l
封
と
な
っ
て
い
る
の
ほ
そ
の
魂
･

塊
を
表
現
し
て
い
よ
う
)
が
羽
衣
を
得
て
い
る
こ
と
と
重
な
る

(墓
券
文
の

｢至
九

天
､
至
九
地
｣
の
例
も
参
照
)｡
ま
た
､
九
責
の
主
人
公
の
賓
鰻
を
考
察
す
る
と
い

う
封
で
は
､

｢屈
原
｣

の
こ
と
を
博
え
る
貿
誼
が

｢鬼
｣
に
精
通
し
て
い
た
こ

と

(『史
記
』
貢
誼
博
)
･
主
人
公

｢震
均
｣
が
鬼
嶺
山
を
越
え
'
果
て
は
天
上
界
に

遊
行
し
て
行
く
こ
と

(｢楚
辞
｣
離
騒
篇
)
･
そ
の
｢
震
均
｣
の
租
先

｢帝
高
陽
｣
は

｢生
と
宛
を
繰
り
返
す
押
入
｣
で
あ
り
､

｢北
方
の
帝
｣
で
あ
り
'

｢鬼
人
の
代

(22)

表
｣
で
あ
り
､
子
孫
に
は

｢鬼
子
｣
｢鬼
孫
｣
が
多
か
っ
た
と
さ
れ
る

こ

と

･
漠

Akita University



の
建
武
の
年
に
長
抄
の
欧
回
が
忽
と
し
て
士
人
自
ら
三
間
大
夫

(屈
原
)
と
宿
す

る
の
に
出
合
っ
た
と
い
う
話

(『績
弊
譜
記
』)､
等
も
参
考
に
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

第
九
に
は
'
九
章
の
主
人
公
は
渉
江
篇
に
お
い
て
昆
嶺
山
を
探
し
求
め
て
族
に

出
'
悲
回
風
篇
に
至
っ
て
つ
い
に
崖
蕃
山
と
眠
山
に
至
り
得
て
い
る
こ
と
か
ら
'

そ
の
間
の
思
美
人
篇
等
に
お
け
る
主
人
公
の
行
動
は
'
｢美
人
｣
と
再
合
す
る
糸

口
と
な
る
崖
嶺
山
を
探
し
求
め
て
の

｢紡
径
｣
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
.

思
美
人
篇
に
お
け
る
主
人
公
の
行
動
が

｢紡
径
｣
で
あ
る
こ
と
は
､
例
え
ば
､

け
いけ
い

｢幡
家
の
西
隈
を
指
す
｣
と

｢濁
り
畿

々

と

し
て
南
行
す
｣
の
方
向
性
に
全
く
舵

路
が
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
よ
う
｡
ま
た
'
死
者
が
魂
の
山
に
至
る
こ

と
は
､
｢魂
塊
蹄
山
｣
と
い
う
思
想
や
'
前
引
の

｢楚
辞
｣
に
見
ら
れ
る
電
蚕
の

屍
が
揚
子
江
を
遡
っ
て
や
は
り
魂
の
山
で
あ
る

｢嶋
山
｣
の
下
に
至
る
こ
と
に
よ

っ
て
裏
付
け
ら
れ
よ
う
｡

第
十
に
は
'
天
問
居
に
い
う

｢彰
鍾
｣
(彰
租
)
は
'
｢安
寿
永
多
､

夫
何
長
｣

と
あ
る
よ
う
に
長
寿

･
永
遠
の
生
命
を
得
た
俸
詮
的
人
物
で
あ
る
が
'
こ
の

｢彰

(23)

鍾
｣
(彰
租
)
と

｢診
成
｣
は
林
庚
も
指
摘
し
て
い

る

よ

う
に
同

一
人
物
で
あ
る
可

能
性
が
高
い
こ
と
か
ら
､
離
騒
篇
の

｢願
依
診
成
之
遺
則
｣

｢吾
絡
従
彰
成
之
節

居
｣
'
拍
思
篇
の

｢指
診
成
以
烏
儀
｣
'
思
美
人
篇
の

｢思
彰
威
之
故
也
｣
'

悲
回

風
篇
の

｢
照
影
威
之
所
聞
｣
｢託
彰
威
之
所
居
｣
は
一
義
で
'
そ
れ
は
自
ら
も
｢彰

成
｣
(影
鐘
･
影
租
)
の
よ
う
に
長
寿

･
,水
蓮
の
生
命
を
得
た
い

(
つ
ま
り

｢再
生
｣

を
達
し
た
い
)
と
い
う
こ
と
の
表
明
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡

な
お
､
｢不
死
の
郷
｣
が
南
方
に
も
あ
る
こ
と
は
､
『
呂
氏
春
秋
』
求
人
篇

･
『
山

海
経
』
海
外
南
経

･
大
荒
南
経
等
に
見
え
る
｡
九
重
に
お
け
る
主
人
公
の
永
遠
不

死
へ
の
憧
れ
は
'
渉
江
簾
に

｢畳
屋
凝
骨
食
玉
英
､
輿
天
地
今
岡
等
'
興
日
月
令

岡
光
｣
と
あ
る
よ
う
に
顕
著
で
あ
る
.

｢再
生
｣
を
達
し
た
い
と
い
う
類
型
は
招

魂
簾
に
も
見
え
る
｡
死
者
が

｢再
生
｣
を
達
し
た
と
い
う
例
は
､
『
風
俗
通
義
』

｢楚
節
｣
九
章
の
思
美
人
第
に
お
け
る

｢美
人
｣
の
妾
腹
に
つ
い
て

(巻
九
)
に
引
く
前
引
の
篭
墓
の
再
生
を
う
た
う

｢楚
鮮
｣
に
見
え
る
｡

第
十

一
に
は
､
思
美
人
篇
に
限
ら
ず
'
九
葺
の
主
人
公
の
孤
猪
は
､
九
歌
の
山

鬼
簾
の
主
人
公

｢山
鬼
｣
(形
塊
)
の
孤
猫
'

及
び

『
字
柔
』
に
引
-

『韓
詩
外

債
』
に

｢人
死
す
れ
ば
､
肉
骨
は
土
に
蹄
し
'
血
は
水
に
蹄
し
'
魂
気
は
天
に
辞

す
｡
其
の
陰
気
は
薄
然
と
し
て
猪
り
存
し
て
依
る
所
無
き
な
り
｣
と
あ
る
の
に
見

ら
れ
る

｢陰
気
｣
の
薄
然
た
る
孤
渇
と
､
ほ
と
ん
ど
差
異
は
な
い
こ
と
で
あ
る
｡

こ
の
こ
と
は
'
思
美
人
篇
の
主
人
公
､
つ
ま
り
九
章
の
主
人
公
の
裏
腹
は
'
確

賓
に

｢
山
鬼
｣
(形
塊
)
や

｢陰
気
｣
と
関
わ
る
こ
と
を
意
味
し
ょ
う
｡

し
か
し
て
以
上
相
艦
絡
す
る
十

一
の
根
接
を
踏
ま
え
て
い
え
は
'
｢楚
箭
｣
九

童
の
思
美
人
第
の

｢美
人
｣
の
賓
鎧
は

｢憂
魂
｣
(陽
気
)
で
あ
る
｡
ま
た
､
そ
の

｢美
人
｣
と
の
再
合
を
隣
っ
て
や
ま
な
い
主
人
公
の
賓
鰻
は

｢形
塊
｣
(陰
気
)
で

あ
る
｡
必
然
､
惜
在
日
簾
に
い
う

｢義
人
｣
｢蔑
讃
｣
の
賓
鰻
は
'
｢塞
魂
｣
と

｢形
塊
｣
の
懇
ろ
な
関
係
を
妬
む
者
､
す
な
わ
ち
道
教
で
い
う
鰹
内
に
あ
っ
て
人

の
密
事
を
天
帝
に
重
言
す
る

｢
三
島
｣
(悪
気
)
の
類
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

六
あ
わ
り
に

小
論
は
､
標
題
の
問
題
に
つ
い
て
次

の
よ
う
な
こ
と
を
考
察
し
た
｡
第

一
に

は
､
長
沙
烏
王
堆
漠
墓
か
ら
出
土
の
棺
衣
に
招
か
れ
た

｢昇
仙
圃
｣
と

｢楚
箭
｣

九
歌
の
比
較
考
護
に
基
づ
き
'
九
歌
に
お
け
る

｢
美
人
｣
の
賓
鮭
は
墓
主
人
の

｢霊
魂
｣
で
あ
り
､
こ
の

｢美
人
｣
が
九
歌
の
異
の
主
人
公
で
あ
る
こ
と
を
明
示

し
た
｡
第
二
に
は
'
九
章
と
深
く
関
わ
る
中
堅
糾
漠

｢重
圏
精
白
鏡
｣
の
銘
文
群

と
言
語

･
内
容
が
重
な
る
､
二
つ
の

｢連
弧
文
銘
帯
鏡
｣
の
銘
文
に
お
け
る

｢勇

人
｣
の
賓
鎧
も
'
墓
主
人
の

｢震
魂
｣
で
あ
る
こ
と
を
考
謹
し
た
｡
第
三
に
は
'

思
美
人
篇
冒
頭
の

｢思
美
人
骨
｣
と
言
語

･
内
容
が
重
な
る
､
中
国
前
藻

｢
心
思

二
二

Akita University



日
本
中
国
学
合
致

第
四
十
四
集

美
人
寛
｣
｢
美
人
大
王
鏡
｣

の
銘
文
に
お
け
る

｢
心
思
美
人
｣

の

｢
美
人

｣
の
賓

箆
も
'
墓
主
人
の

｢
蛋
魂
｣

で
あ
る
こ
と
を
考

謹

し

た
O
第
四
に
は
､
｢
屈
原
俸

説
｣

に
関
す
る
疑
義
と
以
上
の
考
察
成
果
を
糸

口
と
し
'
ま
た
営
該
作
品

の
内
容

や
表
現
や
主
人
公
に
関
す
る

考
察
成
果
に
基

づ

い

て
､

思
美
人
篇

の

｢
美
人
｣

の
賓
鮭
は

｢
霊
魂
｣

(陽
気
)
で
あ
り
'

主
人
公

(屈
原
)
の
賓
恩
は

｢
形
塊
｣

(陰

気
)
で
あ
る
こ
と
を
論
定
し
た
｡

こ
れ
を
押
し
進
め
る
と
'
さ

ら

に
次

の

よ
う
な
こ
と
が
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ

う
｡
第

一
に
は
､
九
歌

･
九
章

･
離
騒
篇

の

｢
美
人
｣

の
賓
鰻
は

｢
震
魂
｣
と
い

う
鮎

で
同

一
で
あ
る
｡
第
二
に
は
､
九
歌

の
山
鬼
篇

の
主
人
公

｢
山
鬼
｣

(屈
原
)
･

九
責

の
主
人
公

(屈
原
)
･
寵
騒
篇

の
主
人
公

｢
震
均
｣

(屈
原
)
の
賓
盟
は
'

｢
形

塊
｣

と

い
う
鮎

で
同

一
で
あ
る
｡

第
三
に
は
､

思
美
人
篇

の
主
題
は
'

主
人
公

(屈
原
)
が
す

で
に
天
上
界
に
離
れ
去

っ
て
し
ま

っ
た

自
ら

の

｢
霊
魂
｣

(美
人
)

と
の
再
合
を
勉
望
し
､
そ

の
取
り
残
さ
れ
た
孤
猪
感
を
啓
示
し
哀
訴
す
る
鮎

に
あ

る
｡
第
四
に
は
､
九
章

(九
第
)
は
､
主
人
公

(屈
原
)
が
す
で
に
天
上
界

に
離
れ

去

っ
て
し
ま

っ
た
自
ら
の

｢
霊
魂
｣

(美
人
)
と
の
再
合
を
勉
望
し
'
そ
の
取
り
残

さ
れ
た
孤
猫
感
を
啓
示
し
哀
訴
す
る
主
題

に

一
連

す

る

歌
群

で
あ

る
｡
第
五
に

は
'
九
責
は
､
茎
主
人

の

｢
霊
魂
｣

(美
人
)
を
神

々
の
霊
威
を
か
り
て
天
上
界
に

送
り
'
そ

の
永
遠
を
願
う
主
題
に

一
連
す
る
九
歌

(十

一
篇
)
と
封
魔
す
る
｡

つ
ま
り
'
魂
を
招
く
招
魂
篇
や
魂
塊
を
招
-
大
招
篇
を
も
含
む
作
品
間

の
封
贋

や
庶
路
が
は

っ
き
り
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

註
(-
)

謝
克
量
の

『
楚
詞
新
論
』
(国
学
小
貴
書
)
を
参
照
｡

(2
)

｢讃
楚
辞
｣
は

『胡
通
文
存
』
第
二
集
に
所
載
O

(3
)

何
天
行
の

『
楚
辞
作
於
漠
代
考
』
(中
華
書
局

一
九
四
九
年
)
'
及
び
家
井
虞
の

｢楚
酔
天
問
作
者
考
｣
(『神
輿
神
話
』

聯
経
出
版
覇
業
公
司

民
国
七
十
七
年
)
を
参

一
四

照

｡

(4
)

｢楚
節
｣
や
鏡
銘
を
検
討
す
る
と
'
｢屈
原
｣
は
楚
の

｢鬼
｣
を
人
格
化
し
た
虚
構

の
人
物
と
考
え
ら
れ
る
o
拙
稿

｢『史
記
』
の
屈
原
侍
に
つ
い
て

(上
編
)
-

｢楚
辞
｣

と
の
戦
歴
に
基
づ
い
て
ー

｣
(『斯
文
』
第
九
十
七
統

一
九
八
九
年
)
･
r『史
記
』
の

屈
原
侍
と

『
萄
王
本
紀
』
に
つ
い
て
～

糞
の
俸
説
的
人
物
と

｢鬼
｣
-

｣

(『秋
田

大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
』
第
四
十
三
集

一
九
九
二
年
)
も
参
照
｡

(

5
)

｢美
人
｣
は
招
魂
篇
に
も
見
え
る
が
'

こ
の

｢美
人
｣
は
伯
の
よ
う
に
墓
主
人
に

仕

え

る

老
'
な
い
し
は

｢震
魂
｣
の
形
代
と
判
断
さ
れ
る
｡

(6
)

秋
田
大
学
教
育
学
部

『総
合
科
目
Ⅵ
研
究
紀
要
』
特
集
第
三
既
に
所
載
.

(7
)

『穫
記
』
檀
弓
篇
に
'

孔
子
の
言
と
し
て
､
明
器
は
不
完
全
で
あ
る
こ
と
が
む
し

ろ
望
ま
し
い
旨
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
O
杉
本
憲
司
の

｢漠
墓
出
土
の
文
書
｣
(『橿

原
考
古
学
研
究
所
論
集
』
第
五
)
も
参
照
｡

(8
)

こ
れ
ら
の
事
例
に
つ
い
て
は
､
杉
本
憲
司

･
菅
谷
文
別
の

｢中
開
に
お
け
る
鏡
の

出
土
状
態
｣
(森
浩

1
編

『
鏡
』
社
台
思
想
祉

1
九
七
八
年
)
､
及
び
杉
本
憲
司
の

｢『中
国
に
お
け
る
鏡
の
出
土
状
態
』
補
遺
｣
(樋
口
隆
康
編

『展
望
ア
ジ
ア
の
考
古
学
』

新
潮
社

1
九
八
二
年
)
に
詳
し
い
.
日
本
中
国
学
合
第
四
十
二
回
大
倉

(合
場
-
駒

津
大
学
)
に
お
け
る
筆
者
の
護
表
資
料

｢中
国
前
漠

『精
白
鏡
』
の
銘
文
に
つ
い
て
｣

の
資
料
14
か
ら
資
料
21
も
参
照
o

(9
)

ヵ
-
ル
グ
レ
ン
の

｢H
U
A
I
A
N
D
H
A
N
｣
に
所
載
O

(
10)
ク
レ
バ
ー
ラ

ン
ド
美
術
館
の
展
覚
園
録

『仙
境
』
に
よ
る
0

(11
)
林
巳
奈

夫
の

『漠
代
の
神
々
』
(臨
川
書
店

一
九
八
九
年
)
に
引
-

『遼
寧
省

博
物
館
文
物
除
』
(
1
九
七
七
年
)
に
よ
る
｡
た
だ
し
'
原
文
に
欧
字
が
あ
り
'
中
国

前
漠

｢君
有
行
鏡
｣
の
銘
文
の
類
句
か
ら
推
し
て

｢期
｣
字
を
補

っ
た
｡

(12
)

京
都

･
藤
井
有
隣
館
の

｢
エ
ジ
ブ
-
婦
人
半
身
像
｣
の
解
説
に
よ
る
｡

(13
)

拙
稿

｢中
国
前
漠

『
君
有
行
鏡
』
の
銘
文
に
つ
い
て
-

古
詩
行
行
重
行
行
篇
と

の
比
較

に
及
ぶ
-

｣
(『専
修
国
文
』
第
四
十
六
統

一
九
九
〇
年
)
･
｢中
国
前
漠

『精
白
鏡
』
の
銘
文
の
新
研
究

(講
話
)
｣
(自
家
版

l
九
九

〇
年
)
を
蓉
照
O
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(S
)

『笹
記
』
郊
特
牲
席
に

｢
(人
の
死
す
る
や
)
魂
気
は
天
に
辞
し
'
形
晩
は
地
に
蹄

す
｣
と
あ
り
､
『
軽
南
子
』
精
神
訓
に

｢精
神
は
天
の
有
な
り
0

し
か
し
て
骨
乾
は
鞄

の
有
な
り
O
精
神
は
其
の
門
に
入
り
､
骨
乾
は
其
の
板
に
反
る
｣
と
あ
り
'

『論
衡
』

論
死
篇
に

｢人
死
す
れ
ば
'
精
神
は
天
に
升
り
､
骨
骸
は
土
に
節
す
｣
と
あ
る
0

(15
)

『文
物
』

一
九
八
九
年
第
七
期
に
所
載
｡

(16
)

原
田
正
己
の

｢墓
券
文
に
見
ら
れ
る
冥
界
の
紳
と
そ
の
禁
絶
｣
(『東
方
宗
教
』
第

三
十
鍍

1
九
六
五
年
)
を
参
照
｡

(1
)

『老
子
』
四
十
二
葦
に

｢寓
物
は
陰
を
負
ひ
て
陽
を
抱
き
､
沖
気
以
て
和
を
質
す
｣

と
あ

る

｡

(18
)

こ
こ
は
'
｢楚
評
｣
九
歌
の
少
司
命
篇
に

｢楽
し
き
ほ
新
相
知
よ
り
契
し
き
ほ
莱

し
｣
と
あ
る
の
と
関
わ
る
で
あ
ろ
う
｡

(1
)

北
九
州
書
店
蓑
行

(
一
九
七
九
年
)
の
影
印
本
に
よ
る
｡

(
20
)

『関
戸
子
』
の
こ
れ
に
よ
る
と
､
｢残
存
魂
｣
と
い
う
考
え
が
あ

っ
た
こ
と
は
確
か

で
あ
る
O
『捜
押
記
』
(巻
十
六
)
に
お
け
る
奥
書
大
差
の
娘
柴
玉
と
童
子
韓
重
の
悲
話

に

｢
玉
魂
従
墓
出
､
見
重
｣
と
あ
る

｢魂
｣
'

及
び

｢楚
辞
｣
九
章
に
い
う

｢蛋
現
｣

は
こ
れ
で
あ
る
｡

(21
)

『中
頭
五
千
年
文
物
集
刊

漆
器
編

三

に
引
く
同
園
を
参
照
.

(望

御
手
洗
防
の

『古
代
中
国
の
両
々
』
(創
文
社

l
九
八
四
年
)
'
及
び
前
掲
の
拙

稿

｢『史
記
』
の
屈
原
侍
と

『
萄
王
本
紀
』
に
つ
い
て
-

楚
の
序
説
的
人
物
と
｢鬼
｣

-

｣
を
参
照
o

(S3)

林
庚
の

『詩
人
屈
原
及
其
作
品
研
究
』
(上
海
古
籍
出
版
社

1
九
八

1
年
)
杏

参
照
O

｢楚
辞
｣
九
章
の
思
美
人
簾
に
お
け
る

｢美
人
｣
の
賓
鰻
に
つ
い
て

五
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上皇 (菜皇太一)

月 (寒中君)

天門 (六司令)

〓4

1.i:･

･H

JPh

的

嵩

赤

見

龍榊 (真宗)

細君-水神 (朔

君)

帝子 (湘夫人)

美人-尊い霊弟

(少司命 ･丙伯)

雪中君-号隆

(雲中吉)

赤豹 (lh鬼)

大司令-旬t-
(大司命)

葬祭場 (東学太
- 1巨博 ･手し魂)

閑 j 長沙馬モ堆 1号漢葺出土の ｢昇仙図｣と ｢楚辞｣九歌の対照図

(拙著 『楚辞の九歌の意味するものについて (副題あり)』 に基づく)

日
本
中
国
学
合
戟

第
四
十
四
集

Akita University


	is001a.pdf
	is002a
	is002b
	is003a
	is003b
	is004a
	is004b
	is005a
	is005b
	is006a
	is006b
	is007a
	is007b
	is008a
	is008b
	is009a



