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六
朝
詩
に
お
け
る
異
民
族
の
描
か
れ
方

―
「
蛮
夷
戎
狄
」
お
よ
び
「
虜
」
を
中
心
に
―

佐

伯

雅

宣

は
じ
め
に

『
礼
記
』
王
制
に
「
中
国
戎
夷
、
五
方
之
民
、
皆
有
性
也
。
不

可
推
移
。
東
方
曰
夷
。
…
…
南
方
曰
蛮
。
…
…
西
方
曰
戎
。
…
…

北
方
曰
狄
」
（
中
国

戎
夷
、
五
方
の
民
、
皆
な
性
有
る
な
り
。
推

移
す
可
か
ら
ず
。
東
方
を
夷
と
曰
ふ
。
…
…
南
方
を
蛮
と
曰
ふ
。

…
…
西
方
を
戎
と
曰
ふ
。
…
…
北
方
を
狄
と
曰
ふ
）
と
あ
る
よ
う

に
、
古
来
、
中
華
の
東
方
に
は
「
夷
」
、
南
方
に
は
「
蛮
」
、
西
方

に
は
「
戎
」
、
北
方
に
は
「
狄
」
と
い
う
異
民
族[

１]
が
い
る
と
い

う
。
ま
た
『
礼
記
』
曲
礼
下
に
は
「
東
夷
」
「
北
狄
」
「
西
戎
」
「
南

蛮
」
の
語
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
他
の
文
献
を
検
証
し
て
み

る
と
、
必
ず
し
も
方
角
と
こ
れ
ら
異
民
族
の
名
称
は
一
致
し
な
い
。

『
楚
辞
』
や
漢
代
の
文
に
は
「
南
夷
」
「
西
夷
」
「
北
夷
」
、
ま
た

「
西
蛮
」「
北
蛮
」
の
語
が
見
ら
れ
る[

２]

。

白
鳥
庫
吉
は
「
周
代
の
戎
狄
に
就
い
て[

３]

」
に
お
い
て
、
蛮
夷

戎
狄
は
そ
れ
ぞ
れ
も
と
は
一
定
の
場
所
に
い
た
一
定
の
種
族
を
指

し
て
い
た
も
の
が
、
の
ち
に
（
戦
国
時
代
以
降
）
広
く
異
族
を
い

う
汎
称
と
な
っ
た
と
し
、
そ
れ
を
当
時
（
戦
国
～
秦
漢
）
の
学
者

が
陰
陽
五
行
の
理
論
に
基
づ
い
て
四
方
に
配
当
し
た
の
だ
と
指
摘

す
る
。
ま
た
白
鳥
は
同
論
文
に
お
い
て
、
蛮
夷
が
先
に
汎
称
と
な

り
、
そ
れ
に
遅
れ
る
形
で
戎
狄
も
汎
称
と
な
っ
た
と
も
述
べ
て
い

る
。そ

の
他
、
異
民
族
の
汎
称
と
し
て
は
「
胡
」
や
「
虜
」
が
あ
る

が
、
「
胡
」
が
単
に
異
民
族
の
み
な
ら
ず
、
北
方
の
地
や
広
く
異
国

を
表
す
語
と
し
て
多
岐
に
わ
た
っ
て
用
い
ら
れ
る[

４]

の
に
対
し
、

「
虜
」
は
大
半
が
戦
う
べ
き
敵
と
し
て
の
異
民
族
を
指
す
傾
向
が

あ
る
。

そ
も
そ
も
異
民
族
は
、
中
華
の
人
々
に
と
っ
て
は
外
辺
に
あ
っ

て
自
国
の
安
全
を
脅
か
す
寇
敵
で
あ
る
。
し
か
し
逆
に
そ
れ
ら
を

慰
撫
す
る
こ
と
で
天
子
や
王
の
大
い
な
る
威
徳
を
表
す
こ
と
に
つ

な
が
る
こ
と
も
あ
り
、
漢
代
の
賦
な
ど
で
は
「
蛮
夷
戎
狄
」
の
語

を
用
い
て
そ
の
よ
う
な
描
か
れ
方
を
す
る
こ
と
が
多
い[

５]

。

し
か
し
六
朝
時
代
に
な
る
と
状
況
は
大
き
く
変
わ
る
。
五
胡
の

侵
入
、
晋
の
東
遷
か
ら
始
ま
る
戦
乱
の
中
、
と
り
わ
け
南
朝
の
人
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々
に
と
っ
て
異
民
族
は
ま
さ
に
自
国
の
寇
敵
で
あ
り
脅
威
で
あ
っ

た
。
そ
の
よ
う
な
異
民
族
を
六
朝
詩
人
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
詩
に

詠
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、「
蛮
夷
戎
狄
」
お
よ
び
敵
な
る
異
民
族
の
汎
称
と
し

て
多
用
さ
れ
る
「
虜
」
の
語
を
中
心
に
、
六
朝
詩
に
お
け
る
異
民

族
の
描
か
れ
方
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
検
討
を
加
え
た
い
。

一

漢
代
の
詩

ま
ず
六
朝
に
先
立
つ
漢
代
の
詩
に
お
け
る
「
蛮
夷
戎
狄
」
の
例

を
見
て
み
る
。

「
安
世
房
中
歌
十
七
章
・
其
十
三
」（
『
漢
書
』
礼
楽
志
）

蛮
夷
竭
歓

蛮
夷

歓
を
竭
し

つ
く

象
来
致
福

象
来
り
て
福
を
致
す

漢
武
帝
「
柏
梁
詩
」（
『
芸
文
類
聚
』
巻
五
六
）

蛮
夷
朝
賀
常
会
期

蛮
夷
の
朝
賀

常
に
期
に
会
す
（
典
属
国
）

白
狼
王
・
唐
菆
「
遠
夷
楽
徳
歌
」（
『
後
漢
書
』
西
南
夷
伝
）

蛮
夷
貧
薄

蛮
夷
は
貧
薄
に
し
て

無
所
報
嗣

報
嗣
す
る
所
無
し

願
主
長
寿

願
は
く
は
主
の
長
寿
に
し
て

子
孫
昌
熾

子
孫
昌
熾
な
ら
ん
こ
と
を

白
狼
王
・
唐
菆
「
遠
夷
慕
徳
歌
」（
『
後
漢
書
』
西
南
夷
伝
）

蛮
夷
所
処

蛮
夷
の
処
る
所
は

日
入
之
部

日
入
る
の
部

慕
義
向
化

義
を
慕
ひ
て
化
に
向
ひ

帰
日
出
主

日
出
づ
る
の
主
に
帰
す

こ
れ
ら
の
詩
で
は
「
蛮
夷
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
い

ず
れ
も
懐
き
従
い
、
漢
朝
の
徳
を
喜
ぶ
存
在
と
し
て
詠
わ
れ
る
。

こ
れ
は
遠
方
の
異
民
族
の
汎
称
で
あ
り
、
特
定
の
方
角
を
意
識
し

て
い
る
様
子
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
「
白
狼
」「
唐
菆
」
は
、
西
南

夷
（
蜀
の
塞
外
に
あ
っ
た
異
民
族
）
の
種
族
で
あ
り
、
漢
の
教
化

を
慕
っ
て
帰
属
し
、
こ
れ
ら
の
歌
を
作
っ
た
と
い
う
。
よ
っ
て
「
蛮

夷
」
と
は
異
民
族
が
自
ら
を
言
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
詩

は
異
族
の
言
葉
で
あ
っ
た
も
の
を
漢
語
に
訳
さ
せ
た
と
さ
れ
て
お

り
、
元
は
ど
の
よ
う
な
意
味
の
語
で
あ
っ
た
か
は
定
か
で
は
な
い

[

６]

。漢
武
帝
「
西
極
天
馬
歌
」（
『
史
記
』
楽
書
）

承
霊
威
兮
降
外
国

霊
威
を
承
け
て
外
国
に
降
り

渉
流
沙
兮
四
夷
服

流
沙
を
渉
り
て
四
夷
服
す

漢
武
帝
「
柏
梁
詩
」（
『
芸
文
類
聚
』
巻
五
六
）

和
撫
四
夷
不
易
哉

四
夷
を
和
撫
す
る

易
か
ら
ざ
る
哉
（
大
将
軍
）

「
郊
祀
歌
十
九
章
・
惟
泰
元
」（
『
漢
書
』
礼
楽
志
）

招
揺
霊
旗

招
揺
の
霊
旗
の
も
と
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九
夷
賓
将

九
夷

賓
将
す

「
郊
祀
歌
十
九
章
・
天
馬
」（
『
漢
書
』
礼
楽
志
）

天
馬
徠

従
西
極

天
馬
徠
る

西
極
従
り
す

渉
流
沙

九
夷
服

流
沙
を
渉
り

九
夷
服
す

「
四
夷
」
と
言
い
、
「
九
夷
」
と
言
う
が
、
「
四
夷
」
は
四
方
の

異
民
族
、「
九
夷
」
は
数
多
く
の
異
民
族
の
意
で
あ
り
、
い
ず
れ
も

特
定
の
方
角
を
意
識
し
た
語
で
は
な
い
。
中
華
の
外
辺
に
あ
る
異

民
族
の
汎
称
で
あ
る
。「
柏
梁
詩
」
で
は
「
和
撫
」
し
が
た
い
存
在

と
し
て
詠
わ
れ
る
が
、
そ
の
他
の
詩
で
は
「
蛮
夷
」
の
例
と
同
様
、

漢
に
従
い
服
し
て
お
り
、
朝
廷
の
威
徳
を
示
す
こ
と
に
つ
な
が
っ

て
い
る
。

そ
の
他
の
描
か
れ
方
に
は
以
下
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

韋
玄
成
「
自
劾
詩
」（
『
漢
書
』
韋
玄
成
伝
）

誰
将
遐
征

誰
か
将
に
遐
く
征
か
ん
と
せ
ば

と
ほ

従
之
夷
蛮

従
ひ
て
夷
蛮
に
之
か
ん

こ
の
韋
玄
成
の
詩
の
「
夷
蛮
」
は
、
先
の
「
蛮
夷
」
と
は
異
な

り
、
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
辺
地
を
指
す
。
お
そ
ら
く
異
民
族
が
い

る
よ
う
な
地
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う[

７]

。

「
安
世
房
中
歌
十
七
章
・
其
十
三
」（
『
漢
書
』
礼
楽
志
）

嗚
呼
孝
哉

嗚
呼

孝
な
る
哉

案
撫
戎
国

戎
国
を
案
撫
す

古
辞
「
折
楊
柳
行
」（
『
宋
書
』
楽
志
三
）

戎
王
納
女
楽

戎
王

女
楽
を
納
れ

以
亡
其
由
余

以
て
其
の
由
余
を
亡
せ
し
む

「
安
世
房
中
歌
・
其
十
三
」
に
お
い
て
は
「
戎
国
」
と
い
う
特

定
の
異
民
族
あ
る
い
は
国
を
指
す
と
思
わ
れ
る
語
が
用
い
ら
れ
て

い
る
が
、
王
先
謙
補
注
に
よ
れ
ば
、
高
帝
が
西
に
都
（
長
安
）
を

置
き
、
先
に
西
方
を
慰
撫
し
た
た
め
に
「
戎
」
と
言
っ
た
の
だ
と

い
う[

８]

。
つ
ま
り
王
先
謙
は
、
「
戎
」
＝
西
方
異
民
族
と
捉
え
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
「
折
楊
柳
行
」
は
、
『
史
記
』
秦
本
紀

に
あ
る
、
秦
の
繆
公
が
、
西
戎
の
王
に
女
楽
を
贈
る
こ
と
で
王
の

心
を
乱
し
、
そ
の
賢
臣
由
余
を
秦
に
亡
命
さ
せ
た
と
い
う
故
事
を

踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
「
戎
」
は
い
ず
れ
も

西
方
の
異
民
族
を
指
し
て
い
る
。

張
衡
「
同
声
歌
」（
『
玉
台
新
詠
』
巻
一
）

灑
掃
清
枕
席

灑
掃
し
て
枕
席
を
清
め

鞮
芬
以
狄
香

鞮
芬

狄
香
を
以
て
す

こ
の
詩
の
「
狄
香
」
に
つ
い
て
呉
兆
宜
は
「
外
国
之
香
」
と
注

す
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
特
定
の
異
民
族
を
指
す
の
か
、
異
民
族

の
汎
称
で
あ
る
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。「
狄
」
が
漢
代
の
詩
に
確

認
で
き
る
の
は
こ
の
一
例
の
み
で
あ
る[

９]

。
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こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
漢
代
の
詩
で
は
「
蛮
夷
戎
狄
」
の
う

ち
「
蛮
」「
夷
」
の
例
が
比
較
的
多
く
、
と
り
わ
け
皇
帝
の
御
製
や

郊
祀
歌
な
ど
の
雅
楽
に
お
い
て
「
蛮
夷
」
「
四
夷
」
「
九
夷
」
な
ど

の
語
が
異
民
族
の
汎
称
と
し
て
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
異
民
族
は
漢
に
服
し
、
慰
撫
さ
れ
る
存
在
と
し
て
詠
わ
れ
て
お

り
、
漢
朝
の
威
徳
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
蛮
」

「
夷
」
が
汎
称
と
し
て
多
用
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
「
狄
」
は
先

に
述
べ
た
よ
う
に
一
例
の
み
で
あ
り
、「
戎
」
に
つ
い
て
も
そ
の
数

は
少
な
く
、
異
民
族
の
汎
称
と
し
て
用
い
る
例
は
見
ら
れ
な
い
。

ま
た
漢
代
の
詩
に
「
虜
」
も
見
ら
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
征
伐
す
べ

き
敵
と
し
て
の
異
民
族
を
詠
う
こ
と
が
な
い
こ
と
と
も
関
連
す
る

で
あ
ろ
う
。

二

三
国
・
西
晋
の
詩

後
漢
末
か
ら
三
国
・
西
晋
に
か
け
て
は
「
蛮
」「
夷
」
の
他
、「
戎
」

「
狄
」
、「
虜
」
を
用
い
る
例
が
増
え
て
く
る
。

（
１
）
蛮
・
夷

従
来
と
同
じ
よ
う
に
朝
廷
の
威
徳
に
服
す
る
異
民
族
の
汎
称
と

し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
無
論
あ
る
が
、
一
方
で
以
下
の
よ
う
な

例
が
見
ら
れ
る

韋
昭
「
呉
鼓
吹
曲
十
二
篇
・
関
背
徳
」（
『
宋
書
』
楽
志
四
）

虜
羽
授
首

羽
を
虜
に
し
首
を
授
け

百
蛮
咸
来
同

百
蛮

咸
な
来
同
す

韋
昭
「
呉
鼓
吹
曲
十
二
篇
・
通
荊
門
」（
『
宋
書
』
楽
志
四
）

蛮
夷
阻
其
険

蛮
夷

其
の
険
を
阻
て

歴
世
懐
不
賓

歴
世

不
賓
を
懐
く

…
〈
略
〉
…

荒
裔
望
清
化

荒
裔

清
化
を
望
み

化
恢
弘

化

恢
弘
た
り

「
呉
鼓
吹
曲
・
関
背
徳
」
は
、
関
羽
が
呉
の
徳
に
背
い
た
こ
と

を
詠
う
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
引
用
し
た
部
分
は
関
羽
が
捕
ら
え

ら
れ
首
を
は
ね
ら
れ
た
こ
と
、
そ
れ
に
よ
り
「
百
蛮
」
が
呉
に
帰

服
し
た
こ
と
を
い
う
。
こ
こ
に
い
う
「
百
蛮
」
と
は
、
荊
州
に
あ

っ
た
異
民
族
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。『
後
漢
書
』
南
蛮
列
伝
に
よ

れ
ば
、
荊
州
の
あ
た
り
に
は
武
陵
蛮
、
零
陵
蛮
、
長
沙
蛮
と
い
っ

た
異
民
族
が
あ
り
、
し
ば
し
ば
後
漢
に
対
し
て
反
乱
を
起
こ
し
て

い
た
。
な
お
「
百
蛮
」
は
漢
代
の
詩
に
は
確
認
で
き
な
い
が
、
賦

や
文
に
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ[

]

、
そ
の
大
半
が
天
子
に
従
う
多
く

10

の
異
民
族
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
「
呉
鼓
吹
曲
・
通
荊
門
」
で
は
、
盟
を
結
ん
で
い
た
呉
と

蜀
が
戦
い
を
交
え
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
に
乗
じ
て
異
民
族
が
乱

を
起
こ
す
が
、
最
後
に
は
呉
の
徳
化
に
よ
っ
て
服
し
た
こ
と
が
詠

わ
れ
る
。「
蛮
夷
」
の
語
は
漢
代
の
詩
に
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で

は
荊
州
に
あ
っ
て
蜀
に
通
じ
た
異
民
族
を
指
す
。『
三
国
志
』呉
書
・

孫
権
伝
に
よ
れ
ば
、
劉
備
は
呉
と
の
戦
い
に
際
し
て
、
武
陵
蛮
に

官
印
を
与
え
て
報
奨
を
約
束
し
、
蜀
の
味
方
に
付
け
て
い
る
。
結
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果
的
に
劉
備
は
敗
れ
た
た
め
、
蜀
に
従
っ
て
い
た
こ
れ
ら
武
陵
蛮

も
呉
に
帰
順
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
こ
の
「
百
蛮
」「
蛮
夷
」
は
不
特
定
の
異
民
族
で
は
な

く
、
実
際
に
起
こ
っ
た
状
況
を
反
映
し
、
あ
る
地
域
の
具
体
的
な

異
民
族
（
荊
州
の
武
陵
蛮
等
）
を
指
し
て
い
る
。
最
終
的
に
は
朝

廷
の
徳
に
服
し
た
点
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
漢
代
の
詩

賦
で
は
懐
き
従
う
異
民
族
の
汎
称
で
あ
っ
た
こ
れ
ら
の
語
を
用
い

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
「
蛮
」
字
を
用
い
る
の
は
や
は
り

そ
の
地
が
荊
州
で
あ
る
こ
と
も
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
漢
代
の
詩
の

「
蛮
」
に
方
角
性
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
も
と
は
『
礼
記
』
に

言
う
よ
う
に
南
方
の
異
民
族
を
意
味
す
る
語
で
あ
り
、
『
毛
詩
』
小

雅
・
采
芑
の
「
蠢
爾
蛮
荊
、
大
邦
為
讎
」（
蠢
爾
た
る
蛮
荊
、
大
邦

を
讎
と
為
す
）
か
ら
、
と
り
わ
け
荊
州
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
そ

し
て
呉
の
人
に
と
っ
て
も
荊
州
は
「
蛮
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か

る
。王

粲
「
魏
兪
児
舞
歌
四
篇
・
矛
兪
新
福
歌
」（
『
宋
書
』
楽
志
二
）

漢
初
建
国
家

漢
初

国
家
を
建
て

匡
九
州

九
州
を
匡
す

た
だ

蛮
荊
震
服

蛮
荊
震
服
し

五
刃
三
革
休

五
刃
三
革
休
む

こ
の
王
粲
の
「
兪
児
舞
歌
」
は
魏
の
建
国
に
際
し
て
、
太
祖
廟

で
奏
で
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
蛮
荊
」
は
、
漢
の

建
国
時
に
最
大
の
敵
で
あ
っ
た
項
羽
が
治
め
る
楚
の
人
々
を
指
す

と
考
え
ら
れ
る[

]

。
楚
は
長
江
中
流
域
、
荊
州
あ
た
り
の
旧
国
名

11

で
あ
る
こ
と
か
ら
、『
毛
詩
』
を
踏
ま
え
つ
つ
侮
蔑
的
な
意
味
を
込

め
て
「
蛮
荊
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
必
ず
し
も
異
民

族
で
は
な
く
特
定
の
地
域
の
人
々
（
楚
人
）
を
念
頭
に
置
い
た
語

で
あ
る
が
、
や
は
り
最
後
に
は
朝
廷
の
徳
に
服
従
し
て
い
る
。

ま
た
同
じ
く
『
毛
詩
』
小
雅
・
采
芑
を
踏
ま
え
た
も
の
で
は
あ

る
が
、
次
の
詩
で
は
や
や
意
味
が
異
な
る
。

王
粲
「
七
哀
詩
二
首
・
其
一
」（
『
文
選
』
巻
二
三
）

復
棄
中
国
去

復
た
中
国
を
棄
て
て
去
り

遠
身
適
荊
蛮

身
を
遠
ざ
け
て
荊
蛮
に
適
く

〈
李
善
注
〉
毛
詩
曰
、
蠢
爾
蛮
荊
。
毛
萇
曰
、
蛮
荊
、
荊
州
之
蛮

也
。王

粲
「
七
哀
詩
二
首
・
其
二
」（
『
文
選
』
巻
二
三
）

荊
蛮
非
我
郷

荊
蛮
は
我
が
郷
に
非
ず

何
為
久
滞
淫

何
為
れ
ぞ
久
し
く
滞
淫
せ
ん

王
粲
は
こ
れ
ら
「
七
哀
詩
」
に
お
い
て
、
異
民
族
で
は
な
く
荊

州
と
い
う
地
を
指
し
て
「
荊
蛮
」
と
呼
ぶ
。
こ
の
詩
は
王
粲
が
都

の
戦
乱
か
ら
逃
れ
荊
州
に
や
っ
て
来
た
こ
と
を
詠
う
も
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
ま
で
都
に
あ
っ
た
彼
に
と
っ
て
南
の
荊
州
は
「
蛮
」
な

る
地
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
王
粲
に
は
次
の
詩
も
あ
る
。

王
粲
「
贈
士
孫
文
始
」（
『
文
選
』
巻
二
三
）
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爾
之
帰
蕃

爾
の
蕃
に
帰
ら
ば

作
式
下
国

下
国
に
式
と
作
ら
ん

の
り

無
曰
蛮
裔

曰
ふ
無
か
れ

蛮
裔
と
し
て

不
虔
汝
徳

汝
の
徳
を

虔

ま
ず
と

つ
つ
し

こ
の
詩
で
は
、
士
孫
文
始
の
封
地
で
あ
る
澹
津
（
湖
南
省
常
徳

市
）
を
「
蛮
裔
」
と
い
う
。
す
な
わ
ち
王
粲
に
と
っ
て
な
じ
み
の

な
い
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
南
の
地
を
指
す
場
合
に
「
蛮
」
を
付
し

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

曹
植
「
朔
風
詩
」（
『
文
選
』
巻
二
九
）

凱
風
永
至

凱
風
の
永
か
に
至
り
て

は
る

思
彼
蛮
方

彼
の
蛮
方
を
思
ふ

願
随
越
鳥

願
は
く
は
越
鳥
に
随
ひ

飜
飛
南
翔

飜
飛
し
て
南
に
翔
ら
ん

ま
た
こ
の
曹
植
の
詩
に
は
「
蛮
方
」
の
語
が
用
い
ら
れ
る
が
、

こ
れ
は
『
毛
詩
』
大
雅
・
抑
の
「
用
戒
戎
作
、
用
逷
蛮
方
」（
用
て

戎
の
作
る
を
戒
め
よ
、
用
て
蛮
方
を

逷

け
よ
）
を
踏
ま
え
た
も
の

お
こ

と
ほ
ざ

で
あ
る
。『
毛
詩
』
で
は
遠
方
の
異
民
族
の
侵
入
を
遠
ざ
け
る
こ
と

を
詠
う
が
、
曹
植
の
詩
で
は
た
だ
遠
く
南
の
地
を
「
蛮
方
」
と
い

い
、
自
分
も
そ
こ
に
行
き
た
い
と
詠
う
。

す
な
わ
ち
こ
れ
ら
「
蛮
」
が
付
さ
れ
た
語
は
、
異
民
族
を
指
す

の
で
は
な
く
南
方
の
僻
地
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。
自
分
ま

た
は
他
者
が
赴
く
辺
地
に
「
蛮
」
を
用
い
る
の
は
、
漢
の
韋
玄
成

の
詩
に
「
夷
蛮
」
の
語
で
す
で
に
見
ら
れ
る
が
、
三
国
時
代
に
顕

著
で
あ
り
、
さ
ら
に
荊
州
な
ど
南
方
を
意
味
す
る
こ
と
が
増
え
た

と
言
え
よ
う
。

続
い
て
こ
の
時
代
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
例
が

あ
る
。

王
粲
「
従
軍
詩
五
首
・
其
三
」（
『
文
選
』
巻
二
七
）

従
軍
征
遐
路

軍
に
従
ひ
て
遐
路
を
征
き

討
彼
東
南
夷

彼
の
東
南
の
夷
を
討
つ

傅
玄
「
晋
鼓
吹
曲
二
十
二
篇
・
古
擁
離
行
」（
『
宋
書
』
楽
志
二
）

蠢
爾
呉
蛮

蠢
爾
た
る
呉
蛮

虎
視
江
湖

江
湖
に
虎
視
す

我
皇
赫
斯

我
皇

赫
た
り

致
天
誅

天
誅
を
致
す

傅
玄[

]

「
晋
鼙
舞
歌
五
篇
・
景
皇
篇
」（
『
宋
書
』
楽
志
四
）

12

羽
檄
首
尾
至

羽
檄

首
尾
至
り

変
起
東
南
蕃

変

東
南
の
蕃
に
起
る

倹
欽
為
長
蛇

倹
欽

長
蛇
と
為
り

外
則
憑
呉
蛮

外
は
則
ち
呉
蛮
に
憑
る

※
倹
欽
…
毌
丘
倹･

文
欽
。
司
馬
氏
に
対
し
て
反
乱
を
起
こ
す
。

こ
れ
ら
の
詩
で
は
呉
を
指
し
て
「
東
南
夷
」「
呉
蛮
」
と
呼
ぶ
。

異
民
族
で
は
な
い
が
、
魏
や
晋
の
朝
廷
の
徳
に
服
さ
な
い
外
敵
で



- 135 -

あ
り
、
さ
ら
に
魏
晋
に
比
べ
制
度
・
文
化
的
に
劣
っ
て
い
る
と
い

う
侮
蔑
的
意
味
を
含
み
、
「
夷
」
「
蛮
」
を
付
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
慰
撫
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
討
つ
べ
き
敵
と
し
て
の
「
夷
」

「
蛮
」
で
あ
る
点
も
漢
代
の
詩
の
描
か
れ
方
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

な
お
呉
が
南
方
に
あ
る
こ
と
か
ら
「
呉
蛮
」
と
言
う
の
で
あ
ろ
う

が
、
呉
を
指
し
て
「
夷
」
と
言
う
の
は
王
粲
の
詩
の
「
東
南
夷
」

し
か
見
ら
れ
な
い
。
東
と
「
夷
」
と
の
結
び
つ
き
か
ら
こ
の
語
を

用
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
「
夷
」
に
方
角
性
が
見
ら
れ
る
の
は

六
朝
詩
を
通
し
て
も
こ
の
一
例
の
み
で
あ
る
。

（
２
）
戎
・
狄

漢
代
の
詩
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
か
っ
た
「
戎
」「
狄
」
の
う
ち
、

「
狄
」
は
依
然
と
し
て
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
三
国
以
降
に
は
特
に

「
戎
」
が
多
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
と
り
わ
け
「
西
戎
」

の
語
は
こ
の
時
代
特
有
の
使
わ
れ
方
が
見
受
け
ら
れ
る
。

曹
操
「
飲
馬
長
城
窟
行
」（

『
文
選
』
巻
二
三
欧
陽
建
「
臨
終
詩
」
注
）

四
時
隠
南
山

四
時

南
山
に
隠
れ

子
欲
適
西
戎

子

西
戎
に
適
か
ん
と
欲
す

曹
丕
「
折
楊
柳
行
」（
『
宋
書
』
楽
志
三
）

彭
祖
称
七
百

彭
祖

七
百
と
称
す
る
も

悠
悠
安
可
原

悠
悠
と
し
て
安
ん
ぞ
原
ぬ
可
け
ん
や

た
づ

老
聃
適
西
戎

老
聃

西
戎
に
適
き

于
今
竟
不
還

今
に
于
て
竟
に
還
ら
ず

阮
籍
「
詠
懐
八
十
二
首
・
其
四
十
二
」（
『
古
詩
紀
』
巻
一
九
）

天
時
有
否
泰

天
時
に
否
泰
有
り

人
事
多
盈
冲

人
事
に
盈
冲
多
し

園
綺
遯
南
岳

園
綺

南
岳
に
遯
れ

伯
陽
隠
西
戎

伯
陽

西
戎
に
隠
る

欧
陽
建
「
臨
終
詩
」（
『
文
選
』
巻
二
三
）

伯
陽
適
西
戎

伯
陽

西
戎
に
適
き

子
欲
居
九
蛮

子
は
九
蛮
に
居
ら
ん
と
欲
す

〈
李
善
注
〉
列
仙
伝
曰
、
老
子
西
遊
、
尹
喜
見
之
、
与
老
子
俱
之

流
沙
之
西
。
魏
武
飲
馬
長
城
窟
行
曰
、
四
時
隠
南
山
、
子
欲
適

西
戎
。
論
語
曰
、
子
欲
居
九
夷
。

石
崇
「
答
曹
嘉
詩
」（
『
三
国
志
』
魏
書
・
楚
王
彪
伝
注
）

孔
不
陋
九
夷

孔
は
九
夷
を
陋
と
せ
ず

老
氏
適
西
戎

老
氏
は
西
戎
に
適
く

逍
遙
滄
海
隅

滄
海
の
隅
に
逍
遙
と
し
て

可
以
保
王
躬

以
て
王
躬
を
保
つ
可
し

こ
れ
ら
の
「
西
戎
」
は
い
ず
れ
も
西
方
の
異
民
族
で
は
な
く
、

老
子
が
赴
い
た
地
と
い
う
意
で
用
い
ら
れ
る
。
人
が
赴
く
地
と
し

て
「
蛮
」
「
夷
」
は
漢
代
か
ら
見
ら
れ
た
が
、
「
戎
」
を
そ
の
意
味

で
用
い
る
の
は
三
国
・
西
晋
期
に
の
み
確
認
で
き
、
か
つ
こ
の
「
西
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戎
」
が
そ
の
大
半
を
占
め
る
。

欧
陽
建
「
臨
終
詩
」
李
善
注
に
引
く
『
列
仙
伝
』
に
よ
る
と
、

老
子
は
「
西
遊
」
し
、「
流
沙
之
西
」
に
行
っ
た
と
い
う
が
「
戎
」

の
語
は
な
い
。「
西
戎
」
の
語
は
李
善
注
で
は
曹
操
の
「
飲
馬
長
城

窟
行
」
に
基
づ
く
と
す
る
が
、
こ
の
詩
は
二
句
し
か
現
存
し
て
お

ら
ず
、
こ
の
「
子
」
を
老
子
と
す
べ
き
根
拠
は
な
い
。
『
史
記
』
老

子
列
伝
の
集
解
に
引
く
『
列
仙
伝
』
も
李
善
注
と
同
じ
く
「
与
老

子
俱
之
流
沙
之
西
」
に
作
る
が
、
現
行
の
『
古
今
逸
史
』
本
『
列

仙
伝
』
に
は
「
与
老
子
俱
游
流
沙
、
化
胡
」
（
老
子
と
俱
に
流
沙
に

游
び
、
胡
に
化
す
）
と
あ
り
、
「
之
西
」
は
な
く
「
化
胡
」
の
二
字

が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
化
胡
」
の
語
は
「
老
子
化
胡
説
」
を
連

想
さ
せ
る
。

「
老
子
化
胡
説
」
と
は
、
老
子
が
西
域
印
度
へ
と
赴
き
、
胡
人

を
教
化
し
、
釈
迦
に
教
え
を
授
け
た
、
あ
る
い
は
老
子
が
釈
迦
に

な
っ
た
と
す
る
説
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
す
る
最
も
古
い
記
述
は
、

後
漢
・
襄
楷
の
上
書
（
『
後
漢
書
』
本
伝
）
に
あ
る
「
或
言
、
老
子

入
夷
狄
為
浮
屠
」
（
或
い
は
言
ふ
、
老
子

夷
狄
に
入
り
浮
屠
と
為

る
）
と
い
う
文
で
あ
り
、
さ
ら
に
『
三
国
志
』
魏
書
・
東
夷
伝
に

引
く
魚
豢
『
魏
略
』
西
戎
伝
に
は
「
浮
屠
所
載
与
中
国
老
子
経
相

出
入
、
蓋
以
為
老
子
西
出
関
、
過
西
域
之
天
竺
、
教
胡
」（
浮
屠
の

載
す
る
所
と
中
国
の
老
子
経
と
相
ひ
出
入
す
る
は
、
蓋
し
以
為
ら

く
老
子

西
の
か
た
関
を
出
で
、
西
域
を
過
ぎ
天
竺
に
之
き
、
胡
に

教
ふ
れ
ば
な
り
）
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
こ
の
説
は
後
漢
か
ら
三
国

時
代
に
か
け
て
広
く
知
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
列
仙
伝
』

は
前
漢
の
劉
向
の
撰
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
後
世
の
偽
作
説
も

根
強
く
、
い
ず
れ
に
せ
よ
現
行
の
『
列
仙
伝
』（
『
古
今
逸
史
』
等
）

に
あ
る
「
化
胡
」
の
二
字
は
、
こ
の
「
老
子
化
胡
説
」
の
影
響
を

受
け
て
付
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
の
「
老
子
化
胡
説
」
は
、
後
漢
以
来
盛
ん
に
な
る

仏
教
に
対
し
て
道
教
の
優
位
性
を
主
張
す
る
も
の
と
さ
れ
、
ひ
い

て
は
西
晋
・
王
浮
の
『
老
子
化
胡
経
』[

]

の
成
立
へ
と
至
る
。
し

13

か
し
先
に
挙
げ
た
詩
に
は
、
い
ず
れ
も
仏
教
と
の
関
連
性
は
見
ら

れ
ず
、
あ
く
ま
で
老
子
が
最
後
に
赴
い
た
地
、
隠
遁
し
た
地
と
し

て
詠
ま
れ
る
の
み
で
あ
る
。

三
国
か
ら
西
晋
に
か
け
て
老
荘
思
想
が
広
が
っ
て
い
く
中
で
、

隠
遁
を
詩
に
詠
う
際
に
、
老
子
が
「
西
戎
」
へ
と
赴
い
た
と
い
う

伝
承
は
詩
に
詠
み
込
み
や
す
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
一
方

で
こ
の
時
代
よ
り
後
の
詩
に
は
、
老
子
が
赴
い
た
地
と
し
て
の
「
西

戎
」
は
見
ら
れ
な
く
な
る
。

「
西
戎
」
は
ま
た
「
九
蛮
」
「
九
夷
」
の
語
と
合
わ
せ
て
用
い
る

例
も
あ
る
。
こ
れ
は
欧
陽
建
「
臨
終
詩
」
の
李
善
注
に
引
く
よ
う

に
『
論
語
』
に
基
づ
く
。
子
罕
に
「
子
欲
居
九
夷
。
或
曰
、
陋
如

之
何
。
子
曰
、
君
子
居
之
、
何
陋
之
有
」
（
子

九
夷
に
居
ら
ん
と

欲
す
。
或
ひ
と
曰
く
、
陋
し
き
こ
と
之
を
如
何
せ
ん
と
。
子
曰
く
、

君
子

之
に
居
ら
ば
、
何
の
陋
し
き
こ
と
か
之
れ
有
ら
ん
と
）
と
あ

り
、
「
九
夷
」
（
九
蛮
）
は
異
民
族
で
は
な
く
孔
子
が
行
こ
う
と
し

た
辺
地
の
意
で
用
い
ら
れ
る[

]

。

14

こ
の
他
、
「
西
戎
」
の
例
と
し
て
は
以
下
の
詩
が
あ
る
。

周
処
「
詩
」（
『
晋
書
』
本
伝
）
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去
去
世
事
已

去
き
去
き
て
世
事
已
み

策
馬
観
西
戎

馬
に
策
ち
て
西
戎
を
観
る

藜
藿
甘
粱
黍

藜
藿

粱
黍
を
甘
し
と
す

期
之
克
令
終

之
を
期
し
て
克
く
終
へ
し
め
ん

潘
尼
「
贈
隴
西
太
守
張
仲
治
詩
」（
『
芸
文
類
聚
』
巻
三
一
）

未
幾
振
朱
錦

未
だ
幾
な
ら
ず
し
て
朱
錦
を
振
ひ

剖
符
撫
西
戎

符
を
剖
き
て
西
戎
を
撫
す

周
処
は
、
晋
の
元
康
元
年
（
二
九
六
）
に
起
こ
っ
た
氐
羌
族
の

斉
万
年
の
反
乱
に
際
し
て
、
そ
の
討
伐
に
奮
戦
す
る
も
、
味
方
に

陥
れ
ら
れ
た
た
め
に
力
尽
き
戦
死
し
て
し
ま
う
と
い
う
人
物
で
あ

る
。
死
を
覚
悟
し
た
そ
の
戦
い
の
前
に
詠
っ
た
と
さ
れ
る
の
が
こ

の
詩
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
「
西
戎
」
と
は
実
際
に
彼
が
赴
い
て
戦

っ
て
い
た
異
民
族
で
あ
る
氐
羌
を
指
す
。

ま
た
潘
尼
の
詩
は
、
隴
西
太
守
と
な
っ
た
張
仲
治
に
対
し
て
、

任
地
に
て
異
民
族
を
慰
撫
す
る
功
績
を
挙
げ
る
で
あ
ろ
う
と
詠
っ

て
い
る
。
よ
っ
て
「
西
戎
」
は
隴
西
に
い
る
異
民
族
を
指
す
。

す
な
わ
ち
こ
の
二
首
の
「
西
戎
」
は
、
周
処
や
張
仲
治
が
実
際

に
戦
っ
た
り
慰
撫
し
た
り
し
た
、
西
方
に
い
る
具
体
的
な
異
民
族

を
念
頭
に
置
い
た
語
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
「
西
戎
」
以
外
に
も
、
特
に
西
晋
の
詩
に
は
「
戎
」

が
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
。

摯
虞
「
雍
州
詩
」（
『
初
学
記
』
巻
八
）

悠
悠
州
域

悠
悠
た
る
州
域

有
華
有
戎

華
有
り
戎
有
り

外
接
皮
服

外
に
皮
服
に
接
し

内
含
岐
豊

内
に
岐
豊
を
含
む

張
華
「
晋
四
箱
楽
歌
十
六
篇
・
食
挙
東
西
箱
楽
詩
十
一
章
・
其

十
一
」（
『
宋
書
』
楽
志
二
）

王
沢
洽

道
登
隆

王
沢
洽
く

道
登
隆
ん
な
り

綏
函
夏

総
華
戎

函
夏
を
綏
ん
じ

華
戎
を
総
ぶ

張
華
「
壮
士
篇
」（
『
楽
府
詩
集
』
巻
六
七
）

震
響
駭
八
荒

震
響

八
荒
に
駭
き

奮
威
曜
四
戎

奮
威

四
戎
に
曜
く

傅
玄
「
答
程
暁
詩
」（
『
芸
文
類
聚
』
巻
三
一
）

顒
顒
兆
民

顒
顒
た
る
兆
民

蠢
蠢
戎
羶

蠢
蠢
た
る
戎
羶

率
土
充
庭

率
土

庭
を
充
ひ

お
ほ

万
国
奉
蕃

万
国

蕃
を
奉
ず

皇
沢
雲
行

皇
沢

雲
の
ご
と
く
行
き

神
化
風
宣

神
化

風
の
ご
と
く
宣
ぶ

傅
玄
「
詩
」（
『
芸
文
類
聚
』
巻
六
〇
）

彎
我
繁
弱
弓

我
が
繁
弱
の
弓
を
彎
き

ひ

弄
我
丈
八
矟

我
が
丈
八
の
矟
を
弄
す
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一
挙
覆
三
軍

一
た
び
挙
げ
て
三
軍
を
覆
し

再
挙
殄
戎
貊

再
び
挙
げ
て
戎
貊
を
殄
す

つ
く

嵆
康
「
贈
秀
才
入
軍
十
九
首
・
其
十
八
」（
『
古
詩
紀
』
巻
一
九
）

生
若
浮
寄

生
は
浮
寄
す
る
が
若
く

暫
見
忽
終

暫

に
忽
ち
終
る
を
見
る

に
は
か

世
故
紛
紜

世
は
故
に
紛
紜
た
り

棄
之
八
戎

棄
て
て
八
戎
に
之
か
ん

摯
虞
の
「
雍
州
詩
」
で
は
そ
の
州
内
に
「
華
」
や
「
戎
」
が
い

る
と
言
う
が
、
雍
州
と
い
う
地
か
ら
こ
の
「
戎
」
に
は
西
方
の
異

民
族
の
意
を
含
む
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
華
」
と
「
戎
」
と
を
対
比

的
に
用
い
る
の
は
、
す
で
に
後
漢
・
張
衡
「
西
京
賦
」
（
『
文
選
』

巻
二
）
に
「
右
有
隴
坻
之
隘
、
隔
閡
華
戎
」（
右
に
隴
坻
の
隘
有
り
、

華
戎
を
隔
閡
す
）
と
見
え
る
が
、
長
安
の
西
に
あ
る
「
隴
坻
」
山

が
「
華
戎
」
を
隔
て
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
戎
」

も
西
方
の
異
民
族
を
念
頭
に
置
い
た
語
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
摯
虞

の
詩
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
張
華
の
「
晋
四
箱
楽
歌
」
の
「
華
戎
」
も
「
華
」
と
「
戎
」

を
対
比
的
に
用
い
る
が
、
朝
廷
の
徳
化
が
広
汎
に
及
ぶ
こ
と
を
詠

っ
て
お
り
、
こ
の
「
戎
」
に
方
角
へ
の
意
識
は
な
い
。
張
衡
や
摯

虞
の
作
に
見
る
「
戎
」
と
は
異
な
り
、
不
特
定
の
異
民
族
を
指
す

汎
称
で
あ
ろ
う
。
同
じ
く
張
華
の
「
壮
士
篇
」
で
は
、
壮
士
の
武

威
が
及
ぶ
対
象
と
し
て
の
異
民
族
あ
る
い
は
辺
地
を
「
四
戎
」
と

言
う
が
、
そ
こ
に
や
は
り
方
角
性
は
な
い
。

傅
玄
の
「
答
程
暁
詩
」
に
は
「
戎
羶
」
と
い
う
が
、
「
羶
」
は
羊

の
生
肉
、
ひ
い
て
は
な
ま
ぐ
さ
い
の
意
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
戎
」

に
付
す
こ
と
で
異
民
族
に
対
す
る
侮
蔑
的
な
意
味
を
込
め
る
の
で

あ
ろ
う
。
こ
の
「
戎
羶
」
も
方
角
が
意
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
は

見
受
け
ら
れ
ず
、
朝
廷
の
徳
化
に
従
う
異
民
族
の
汎
称
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
同
じ
く
傅
玄
の
「
詩
」
に
は
「
戎
貊
」
の

語
が
見
え
る
。
「
貊
」
と
は
北
方
異
民
族
の
名
で
あ
り
、
「
戎
貊
」

で
北
方
と
西
方
の
異
民
族
を
指
す
と
も
解
釈
で
き
る
。
し
か
し
こ

の
傅
玄
の
「
詩
」
は
『
芸
文
類
聚
』
巻
六
〇
「
軍
器
部
・
矟
」
に

こ
の
四
句
し
か
残
っ
て
お
ら
ず
、
全
体
像
が
不
明
な
た
め
、「
戎
貊
」

が
汎
称
で
あ
る
の
か
個
別
の
異
民
族
を
指
す
の
か
は
定
か
で
は
な

い
。
た
だ
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
「
戎
貊
」
は
「
弓
」
や
「
矟
」

に
よ
っ
て
征
伐
さ
れ
る
異
民
族
で
あ
る
。

嵆
康
の
詩
の
「
八
戎
」
は
、
人
が
赴
く
地
と
し
て
の
「
戎
」
で

あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
「
西
戎
」
と
同
様
で
あ
る
が
、
方
角
へ
の

意
識
は
な
く
遠
く
離
れ
た
辺
地
を
い
う
。
そ
し
て
こ
れ
以
降
、
六

朝
詩
に
誰
か
が
赴
く
地
と
し
て
の
「
戎
」
は
見
ら
れ
な
い
。

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、「
西
戎
」
の
語
で
は
西
方
の
辺
地
や
西

方
の
異
民
族
を
表
し
、
そ
れ
以
外
の
「
戎
」
は
一
部
西
方
の
意
を

含
む
も
の
も
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
は
主
に
西
晋
の
詩
に
異
民
族

の
汎
称
と
し
て
用
い
る
例
が
増
え
て
く
る
の
が
分
か
る
。
そ
れ
ら

の
「
戎
」
は
、
朝
廷
の
徳
化
が
及
ぶ
異
民
族
を
い
う
場
合
も
あ
れ

ば
、
征
伐
の
対
象
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
多
用
さ
れ
る
「
戎
」
に
対
し
、
異
民
族
「
狄
」
が

六
朝
詩
に
用
い
ら
れ
る
例
は
、
次
の
詩
と
後
述
す
る
張
駿
の
詩
の
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み
で
あ
る[

]

。

15

潘
岳
「
関
中
詩
」（
『
文
選
』
巻
二
〇
）

蠢
爾
戎
狄

蠢
爾
た
る
戎
狄

狡
焉
思
肆

狡
焉
と
し
て
肆
に
せ
ん
こ
と
を
思
ふ

〈
李
善
注
〉
毛
詩
曰
、
蠢
爾
蛮
荊
。
傅
暢
諸
公
讚
曰
、
北
地
盧
水

胡
馬
蘭
羌
因
此
為
乱
、
推
斉
万
年
為
主
。

…
〈
略
〉
…

俾
我
晋
民

我
が
晋
の
民
を
し
て

化
為
狄
俘

化
し
て
狄
の
俘
為
ら
し
む

こ
の
潘
岳
の
詩
は
、
全
体
と
し
て
は
先
に
も
述
べ
た
氐
羌
族
の

斉
万
年
の
反
乱
が
平
定
さ
れ
た
こ
と
喜
ぶ
詩
で
あ
る
が
、
引
用
し

た
部
分
は
乱
が
起
こ
っ
た
こ
と
、
民
が
禍
を
被
る
様
子
が
詠
わ
れ

る
。
「
戎
狄
」
「
狄
俘
」
と
言
い
、
異
民
族
と
し
て
の
「
狄
」
が
六

朝
詩
に
初
め
て
確
認
で
き
る
。
「
戎
狄
」
の
李
善
注
に
引
く
傅
暢
の

「
諸
公
讚
」
に
「
北
地
盧
水
の
胡
」
、
「
馬
蘭
の
羌
」
が
乱
を
起
こ

し
た
と
い
う
が
、「
盧
水
」
と
は
河
北
省
盧
龍
県
の
北
を
流
れ
る
川

で
あ
り
、「
馬
蘭
」
は
陝
西
省
白
水
県
の
西
に
あ
る
山
の
名
で
あ
る
。

よ
っ
て
北
と
西
と
い
う
方
角
を
意
識
し
つ
つ
、
乱
を
起
こ
し
た
異

民
族
（
氐
羌
）
を
「
戎
狄
」
と
呼
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
こ
れ
は
征
伐
す
べ
き
寇
敵
と
し
て
の
異
民
族
で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
他
に
は
六
朝
詩
に
お
い
て
「
狄
」

が
用
い
ら
れ
る
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
か
し
一
方
で
『
文
選
』

を
検
す
る
と
、
「
狄
俘
」
の
例
は
な
い
が
、
「
戎
狄
」
に
つ
い
て
は

こ
の
「
関
中
詩
」
を
含
め
七
例
（
巻
三
張
衡
「
東
京
賦
」、
巻
三
五

潘
勖
「
冊
魏
公
九
錫
文
」
、
巻
三
九
枚
乗
「
上
書
重
諫
呉
王
」
、
巻

四
一
李
陵
「
答
蘇
武
書
」
、
巻
四
九
干
宝
「
晋
紀
総
論
」
、
巻
五
四

劉
峻
「
弁
命
論
」）
確
認
で
き
る
。
つ
ま
り
文
で
は
し
ば
し
ば
見
ら

れ
る
が
、
詩
に
は
あ
ま
り
用
い
ら
れ
な
い
語
で
あ
る
と
言
え
る
。

そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
定
か
で
は
な
い
が
、
一
つ
に
は
「
蛮
」「
夷
」

「
戎
」
が
全
て
平
声
で
あ
る
の
に
対
し
、「
狄
」
が
入
声
で
あ
る
こ

と
は
考
慮
す
べ
き
点
か
も
知
れ
な
い
。

（
３
）
虜

こ
の
時
代
の
特
徴
と
し
て
、
「
蛮
夷
戎
狄
」
以
外
に
異
民
族
を
表

す
語
と
し
て
「
虜
」
が
多
用
さ
れ
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

王
粲
「
従
軍
詩
五
首
・
其
一
」（
『
文
選
』
巻
二
七
）

相
公
征
関
右

相
公

関
右
を
征
し

赫
怒
震
天
威

赫
怒

天
威
を
震
ふ

一
挙
滅
獯
虜

一
た
び
挙
げ
て
獯
虜
を
滅
ぼ
し

再
挙
服
羌
夷

再
た
び
挙
げ
て
羌
夷
を
服
せ
し
む

西
収
辺
地
賊

西
の
か
た
辺
地
の
賊
を
収
む
る
は

忽
若
俯
拾
遺

忽
と
し
て
俯
し
て
遺
を
拾
ふ
が
若
し

〈
李
善
注
〉
漢
書
曰
、
獯
鬻
虐
老
獣
心
。
服
虔
曰
、
獯
鬻
、
堯
時

匈
奴
号
也
。

こ
の
王
粲
の
詩
で
は
、
曹
操
に
よ
っ
て
「
獯
虜
」
「
羌
夷
」
「
辺

地
賊
」
が
征
伐
さ
れ
た
こ
と
を
詠
う
。「
獯
虜
」
は
李
善
注
に
よ
れ
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ば
、『
漢
書
』
に
あ
る
「
獯
鬻
」
と
い
う
堯
の
時
の
匈
奴
の
呼
び
名

に
基
づ
く
と
す
る
。
「
獯
鬻
」
（
匈
奴
）
は
北
方
の
異
民
族
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
建
安
十
二
年
（
二
〇
七
）
に
曹
操
が
征
伐
し
た
烏
丸

族
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
あ
く
ま
で
「
獯
」
が
北

方
の
意
を
含
む
の
で
あ
っ
て
、「
虜
」
に
方
角
性
は
な
い
。
ま
た
「
羌

夷
」
に
つ
い
て
李
善
注
は
付
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
羌
」
が
西
方
異

民
族
の
名
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
建
安
十
六
年
（
二
一
一
）
に
馬
超

ら
関
中
軍
閥
を
征
し
た
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
方
角

性
が
あ
る
の
は
「
羌
」
で
あ
っ
て
「
夷
」
で
は
な
い
。
な
お
馬
超

は
羌
族
の
血
を
引
く
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
「
獯
虜
」
「
羌

夷
」
は
、
実
際
に
曹
操
が
征
し
た
異
民
族
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の

後
に
続
く
「
辺
地
賊
」
が
、
建
安
二
十
年
（
二
一
五
）
に
征
し
た

漢
中
の
張
魯
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
「
虜
」
を
蜀
や
呉
を
指
す
の
に
用
い
る
例
も
散
見
さ
れ
る
。

曹
丕
「
飲
馬
長
城
窟
行
」（
『
芸
文
類
聚
』
巻
四
一
）

浮
舟
横
大
江

舟
を
浮
べ
て
大
江
に
横
は
り

討
彼
犯
荊
虜

彼
の
荊
を
犯
す
虜
を
討
つ

曹
叡
「
櫂
歌
行
」（
『
宋
書
』
楽
志
三
）

蠢
爾
呉
蜀
虜

蠢
爾
た
る
呉
蜀
の
虜

憑
江
棲
山
阻

江
に
憑
き
山
阻
に
棲
む

傅
玄
「
晋
鼓
吹
曲
二
十
二
篇
・
古
朱
鷺
行
」（
『
宋
書
』
楽
志
二
）

呉
寇
勁

蜀
虜
彊

呉
寇
勁
く

蜀
虜
彊
し

交
誓
盟

連
遐
荒

誓
盟
を
交
し

遐
荒
に
連
な
る

そ
も
そ
も
「
虜
」
と
は
、
「
と
り
こ
」
「
と
り
こ
に
す
る
」
と
い

う
意
で
あ
る
が
、
漢
代
頃
か
ら
文
に
お
い
て
は
敵
や
異
民
族
を
指

す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
『
史
記
』
李
将
軍
列

伝
や
、
李
陵
「
与
蘇
武
書
」
（
『
文
選
』
巻
四
一
）
な
ど
に
し
ば
し

ば
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
敵
で
あ
る
匈
奴
を
指
し
て
い

う[
]

。
し
か
し
詩
に
見
ら
れ
る
の
は
、
確
認
で
き
る
限
り
に
お
い

16

て
は
三
国
時
代
以
降
で
あ
り
、
魏
や
西
晋
の
人
が
呉
や
蜀
を
呼
ぶ

際
に
も
よ
く
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
例
は
実
際
の
異
民
族
を
指

し
て
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
先
に
挙
げ
た
「
東
南
夷
」「
呉

蛮
」
等
と
同
様
、
魏
や
西
晋
の
人
に
と
っ
て
辺
地
に
あ
る
敵
国
の

蜀
や
呉
を
、
侮
蔑
的
意
味
を
込
め
て
こ
の
よ
う
に
呼
ん
だ
の
で
あ

ろ
う
。

と
こ
ろ
で
上
記
は
征
伐
す
べ
き
現
実
の
敵
を
指
し
て
「
虜
」
と

言
う
が
、
以
下
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

曹
植
「
白
馬
篇
」（
『
文
選
』
巻
二
七
）

辺
城
多
警
急

辺
城

警
急
多
く

胡
虜
数
遷
移

胡
虜

数
し
ば
遷
移
す

羽
檄
従
北
来

羽
檄

北
従
り
来
り

厲
馬
登
高
堤

馬
を
厲
ま
し
て
高
堤
に
登
る

は
げ

長
駆
踏
匈
奴

長
駆
し
て
匈
奴
を
踏
み

左
顧
凌
鮮
卑

左
顧
し
て
鮮
卑
を
凌
ぐ

〈
李
善
注
〉
漢
書
曰
、
匈
奴
、
其
先
夏
后
氏
之
苗
裔
也
。
又
曰
、
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燕
北
有
東
胡
山
戎
、
或
云
鮮
卑
。

陸
機
「
飲
馬
長
城
窟
行
」（
『
文
選
』
巻
二
八
）

駆
馬
陟
陰
山

馬
を
駆
り
て
陰
山
に
陟
ら
ん
と
す
る
も

山
高
馬
不
前

山
高
く
し
て

馬

前
ま
ず

往
問
陰
山
候

往
き
て
陰
山
の
候
に
問
へ
ば

勁
虜
在
燕
然

勁
虜

燕
然
に
在
り
と

…
〈
略
〉
…

獫
狁
亮
未
夷

獫
狁

亮
に
未
だ

夷

ら
が
ず

た
ひ
ら

征
人
豈
徒
旋

征
人

豈
に
徒
ら
に
旋
ら
ん
や

〈
李
善
注
〉
獫
狁
、
匈
奴
也
。
毛
詩
曰
、
赫
赫
南
仲
、
獫
狁
于
夷
。

毛
萇
曰
、
夷
、
平
也
。

こ
れ
ら
の
詩
で
は
辺
境
に
あ
る
異
民
族
を
征
伐
せ
ん
と
す
る
気

概
を
詠
う
。
曹
植
の
詩
で
は
「
胡
虜
」
と
言
い
、
異
民
族
の
汎
称

を
重
ね
た
語
を
用
い
、
陸
機
の
詩
で
は
「
虜
」
に
「
勁
」
字
を
冠

し
、
敵
で
あ
る
異
民
族
が
強
力
で
あ
る
こ
と
を
言
う
が
、
い
ず
れ

も
六
朝
詩
に
は
他
に
用
例
が
無
い
語
で
あ
る
。
そ
の
他
、「
匈
奴
」

「
鮮
卑
」「
獫
狁
」
と
い
っ
た
具
体
的
な
異
民
族
名
も
挙
げ
ら
れ
る

が
、
や
は
り
す
べ
て
征
伐
の
対
象
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
は
い
ず

れ
も
楽
府
で
あ
り
、
現
実
に
起
こ
っ
て
い
る
出
来
事
に
重
ね
合
わ

せ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
描
か
れ
る
の
は
仮
構
の
世
界
で

あ
り
、
そ
れ
は
漢
代
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
。
こ
の
点
同
じ
楽
府
で

も
先
の
曹
丕
、
曹
叡
ら
の
作
が
、
現
実
の
敵
で
あ
る
呉
や
蜀
を
描

い
て
い
る
の
と
は
大
き
く
異
な
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
仮
構
の

世
界
で
異
民
族
を
征
伐
す
る
こ
と
を
詠
う
の
は
、
宋
代
以
降
に
よ

り
盛
ん
に
な
っ
て
い
く
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
「
虜
」
が
「
蛮
夷
戎
狄
」
と
異
な
る
の
は
、

一
つ
に
は
方
角
性
が
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
は
慰
撫
さ
れ
懐
き
従
う

存
在
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
が
な
く
、
す
べ
て
戦
い
征
伐
す
べ
き

寇
敵
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

三

東
晋
の
詩

さ
て
五
胡
の
侵
入
に
よ
っ
て
西
晋
が
滅
び
、
東
晋
が
成
立
す
る

と
、
華
北
の
士
大
夫
も
続
々
と
江
南
へ
と
移
っ
て
く
る
。
そ
の
よ

う
な
東
晋
の
詩
に
「
蛮
夷
戎
狄
」
が
描
か
れ
る
の
は
以
下
の
三
首

で
あ
る
。
な
お
こ
の
時
代
に
異
民
族
の
「
虜
」
は
見
ら
れ
な
い
。

張
駿
「
薤
露
行
」（
『
楽
府
詩
集
』
巻
二
七
）

三
方
風
塵
起

三
方
よ
り
風
塵
起
り

玁
狁
竊
上
京

玁
狁

上
京
を
竊
む

…
〈
略
〉
…

誓
心
蕩
衆
狄

心
に
誓
ふ
は

衆
狄
を
蕩
か
し

積
誠
徹
昊
霊

積
誠

昊
霊
に
徹
せ
し
め
ん
こ
と
を

盧
諶
「
贈
崔
温
」（
『
文
選
』
巻
二
五
）

李
牧
鎮
辺
城

李
牧

辺
城
を
鎮
め

荒
夷
懐
南
懼

荒
夷

南
懼
を
懐
く

〈
李
善
注
〉
史
記
曰
、
李
牧
者
、
趙
之
北
辺
良
将
也
。
…
〈
略
〉

…
李
牧
多
為
奇
陣
、
張
左
右
翼
撃
之
、
大
破
、
殺
匈
奴
十
余
万
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騎
。
単
于
奔
走
。
其
後
十
余
歳
、
匈
奴
不
敢
近
趙
辺
城
。

孫
綽
「
与
庾
冰
詩
十
三
章
・
其
二
」（
『
文
館
詞
林
』
巻
一
五
七
）

蛮
夷
交
迹

蛮
夷
は
迹
を
交
へ

封
豕
充
衢

封
豕
は
衢
に
充
つ

ま
ず
張
駿
の
詩
で
は
、
「
玁
狁
」
の
侵
略
に
よ
っ
て
都
が
奪
わ
れ

た
こ
と
、「
衆
狄
」
を
討
ち
果
た
そ
う
と
い
う
誓
い
を
立
て
る
こ
と

が
詠
わ
れ
る
。「
玁
狁
」
と
は
、
陸
機
「
飲
馬
長
城
窟
行
」
の
「
獫

狁
」
と
同
じ
で
匈
奴
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
楽
府
で
は
あ
る
が
、

実
際
に
起
こ
っ
た
事
象
を
描
い
て
い
る
の
は
間
違
い
な
く
、
こ
こ

に
い
う
「
衆
狄
」
は
、
西
晋
を
滅
ぼ
し
た
匈
奴
を
は
じ
め
、
華
北

を
蹂
躙
し
て
い
た
五
胡
を
指
す
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
六
朝
詩
に

「
狄
」
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
確
認
で
き
る
限
り
で
は
こ
の
詩
と

先
の
潘
岳
「
関
中
詩
」
の
み
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
具
体
的
な
異

民
族
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
。

次
の
盧
諶
の
詩
で
あ
る
が
、
彼
は
こ
の
時
、
鮮
卑
族
で
あ
り
な

が
ら
西
晋
の
撫
軍
大
将
軍
・
幽
州
刺
史
で
あ
っ
た
段
匹
磾
の
も
と

に
あ
り
、
そ
の
恩
顧
に
報
い
よ
う
と
す
る
思
い
が
こ
の
詩
に
は
つ

づ
ら
れ
て
る
。
そ
の
中
で
北
地
に
あ
っ
て
か
つ
て
戦
国
時
代
に
匈

奴
を
破
っ
た
李
牧
に
思
い
を
馳
せ
る
の
だ
が
、
同
時
に
現
在
の
状

況
（
今
の
主
の
段
匹
磾
、
あ
る
い
は
か
つ
て
仕
え
た
劉
琨
が
幽
州
・

并
州
を
守
っ
て
い
る
こ
と
）
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
の
か
も
知
れ

な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
こ
の
「
荒
夷
」
は
か
つ
て
の
李
牧
が

征
伐
し
た
匈
奴
に
、
今
ま
さ
に
華
北
を
蹂
躙
し
て
い
る
五
胡
を
重

ね
合
わ
せ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

孫
綽
の
詩
は
、
西
晋
が
異
民
族
の
侵
略
に
よ
っ
て
滅
び
た
こ
と

と
東
晋
が
興
っ
た
こ
と
を
述
べ
、
天
子
の
徳
を
賛
す
る
と
と
も
に

そ
れ
を
支
え
る
庾
冰
を
称
え
る
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
に
言

う
「
蛮
夷
」
と
は
、
実
際
に
西
晋
を
侵
略
し
た
異
民
族
で
あ
る
五

胡
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
詩
に
見
る
「
衆
狄
」
「
荒
夷
」
「
蛮
夷
」
は

不
特
定
の
異
民
族
を
表
す
の
で
は
な
く
、
い
ず
れ
も
西
晋
を
滅
ぼ

し
た
匈
奴
な
ど
の
五
胡
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

ら
の
語
に
方
角
へ
の
意
識
は
な
い
。

東
晋
の
詩
そ
の
も
の
が
残
っ
て
い
る
数
は
少
な
い
と
い
う
の
も

あ
る
が
、
そ
れ
で
も
東
晋
時
代
に
異
民
族
を
詩
に
詠
う
こ
と
が
稀

で
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
ま
で
の
異
民
族
は
、
征
伐
さ
れ

た
り
服
従
し
た
り
す
る
存
在
で
あ
り
、
漢
や
魏
、
西
晋
の
朝
廷
が

異
民
族
に
対
し
て
優
位
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
も
と
詠
わ
れ
て
い

る
。
そ
の
前
提
が
崩
れ
た
東
晋
に
お
い
て
は
、
侵
略
さ
れ
都
を
奪

わ
れ
た
と
い
う
記
憶
が
生
々
し
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
結
果
的

に
詩
に
詠
う
こ
と
が
少
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四

南
朝
の
詩

続
い
て
宋
以
降
で
あ
る
が
、
ま
ず
特
徴
の
一
つ
と
し
て
異
民
族

と
し
て
の
「
蛮
」
が
南
朝
を
通
し
て
見
ら
れ
な
く
な
る
点
が
挙
げ

ら
れ
る
。
こ
れ
は
や
は
り
自
分
た
ち
が
今
居
る
地
が
、
か
つ
て
「
呉

蛮
」
「
荊
蛮
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
認
識
が
あ
る
た
め
で
あ
ろ
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う
。「
狄
」
も
や
は
り
見
ら
れ
ず
、
南
朝
の
詩
に
用
い
ら
れ
る
の
は
、

「
夷
」「
戎
」
お
よ
び
「
虜
」
で
あ
る
。

そ
こ
で
こ
れ
ら
の
語
が
用
い
ら
れ
る
詩
を
見
て
み
る
と
、
ま
ず

従
来
の
よ
う
に
天
子
の
徳
や
王
の
教
化
に
服
す
る
異
民
族
が
詠
わ

れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
先
の
漢
や
魏
、
西
晋
に
比
べ
る
と
決
し
て

多
い
と
は
言
え
な
い
。
確
認
で
き
た
の
は
以
下
の
四
首
で
あ
り
、

用
い
ら
れ
る
の
は
「
夷
」
「
戎
」
の
み
で
、
や
は
り
「
虜
」
の
例
は

見
ら
れ
な
い
。

斉
「
太
廟
楽
歌
辞
・
高
徳
宣
烈
楽
」（
『
南
斉
書
』
楽
志
）

戎
夷
竭
歓

戎
夷

歓
を
竭
く
し

象
来
致
福

象

来
り
て
福
を
致
す

梁
・
武
帝
蕭
衍
「
宴
詩
」（
『
芸
文
類
聚
』
巻
五
九
）

四
主
漸
懐
音

四
主

漸
く
音
を
懐
ひ

九
夷
稍
革
面

九
夷

稍
く
面
を
革
む

梁
・
昭
明
太
子
蕭
統
「
春
日
宴
晋
煕
王
詩[

]

」（
『
芸
文
類
聚
』
巻

17

二

九

）

藩
哲
遊
沮
夢

藩
哲

沮
夢
に
遊
び

揚
化
撫
辺
戎

化
を
揚
げ
て
辺
戎
を
撫
す

梁
・
簡
文
帝
蕭
綱
「
上
之
回
」（
『
楽
府
詩
集
』
巻
一
六
）

笳
声
駭
胡
騎

笳
声

胡
騎
を
駭
か
し
め

清
磬
讋
山
戎

清
磬

山
戎
を
讋
れ
し
む

お
そ

な
お
簡
文
帝
の
「
上
之
回
」
は
、
天
子
が
回
中
（
陝
西
省
隴
県
）

に
行
幸
し
、
そ
れ
を
「
胡
騎
」
「
山
戎
」
が
恐
れ
る
様
子
が
描
か
れ

て
お
り
、
必
ず
し
も
天
子
の
徳
に
従
う
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ

な
い
が
、
ひ
と
ま
ず
服
従
す
る
異
民
族
と
見
な
し
て
お
く
。

か
つ
て
漢
、
魏
、
西
晋
に
お
い
て
盛
ん
に
朝
廷
の
徳
化
が
詠
わ

れ
て
い
た
雅
楽
は
一
首
の
み
し
か
見
ら
れ
な
い
。
や
は
り
異
民
族

に
よ
っ
て
南
に
追
い
や
ら
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
に
あ
っ
て
は
、

朝
廷
の
徳
を
称
え
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
威
徳
や
教
化
が
異
民
族

に
も
及
ぶ
と
い
う
詩
は
作
り
に
く
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
こ
で
こ
の
時
代
の
詩
と
し
て
特
徴
的
な
の
は
、
以
下
の
例
で

あ
る
。
な
お
先
に
は
「
戎
」
と
「
虜
」
と
を
分
け
て
考
察
し
た
が
、

「
西
戎
」
の
語
以
外
で
「
戎
」
に
方
角
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
ほ

と
ん
ど
な
く
、
異
民
族
の
汎
称
と
い
う
点
で
は
「
虜
」
と
同
様
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
合
わ
せ
て
扱
う
こ
と
と
す
る
。

宋
・
袁
淑
「
効
古
」（
『
文
選
』
巻
三
一
）

昔
隸
李
将
軍

昔

李
将
軍
に
隸
ひ

十
載
事
西
戎

十
載

西
戎
を
事
と
す

〈
李
善
注
〉
西
戎
、
匈
奴
也
。
毛
詩
序
曰
、
備
其
兵
甲
、
以
討
西

戎
也
。

宋
・
鮑
照
「
擬
古
詩
三
首
・
其
一
」（
『
文
選
』
巻
三
一
）

漢
虜
方
未
和

漢
虜

方
に
未
だ
和
せ
ず

辺
城
屢
翻
覆

辺
城

屢
し
ば
翻
覆
す

- 144 -

宋
・
鮑
照
「
擬
古
詩
三
首
・
其
三
」（
『
文
選
』
巻
三
一
）

晩
節
従
世
務

晩
節
に
は
世
務
に
従
ひ

乗
障
遠
和
戎

障

に
乗
り
て
遠
く
戎
と
和
す

と
り
で

〈
李
善
注
〉
左
氏
伝
、
晋
侯
謂
魏
絳
曰
、
子
教
寡
人
和
諸
戎
狄
。

宋
・
鮑
照
「
東
武
吟
」（
『
文
選
』
巻
二
八
）

後
逐
李
輕
車

後
に
は
李
軽
車
を
逐
ひ

追
虜
窮
塞
垣

虜
を
追
ひ
て
塞
垣
を
窮
む

〈
李
善
注
〉
范
曄
後
漢
書
曰
、
耿
夔
追
虜
出
塞
而
還
。

宋
・
鮑
照
「
出
自
薊
北
門
行
」（
『
文
選
』
巻
二
八
）

嚴
秋
筋
竿
勁

厳
秋

筋
竿
勁
く

虜
陣
精
且
強

虜
陣

精
れ
て
且
つ
強
し

宋
・
鮑
照
「
白
馬
篇
」（
『
楽
府
詩
集
』
巻
六
三
）

要
途
問
辺
急

途
を
要
め
て
辺
の
急
な
る
を
問
ひ

雑
虜
入
雲
中

虜
に
雑
り
て
雲
中
に
入
る

…
〈
略
〉
…

丈
夫
設
計
誤

丈
夫

設
計
誤
り

懐
恨
逐
辺
戎

恨
を
懐
き
て
辺
戎
を
逐
ふ

斉
・
虞
羲
「
詠
霍
将
軍
北
伐
」（
『
文
選
』
巻
二
一
）

涼
秋
八
九
月

涼
秋
八
九
月

虜
騎
入
幽
幷

虜
騎

幽
并
に
入
る

斉
・
孔
稚
珪
「
白
馬
篇
」（
『
楽
府
詩
集
』
巻
六
三
）

虜
騎
四
山
合

虜
騎

四
山
に
合
し

胡
塵
千
里
驚

胡
塵

千
里
驚
く

梁
・
呉
均
「
胡
無
人
行
」（
『
楽
府
詩
集
』
巻
四
〇
）

鉄
騎
追
驍
虜

鉄
騎

驍
虜
を
追
ひ

金
羈
討
黠
羌

金
羈

黠
羌
を
討
つ

梁
・
呉
均
「
渡
易
水
」（
『
楽
府
詩
集
』
巻
五
八
）

雑
虜
客
来
斉

虜
に
雑
り
て
客
し
て
斉
に
来
り

時
余
在
角
抵

時
に
余

角
抵
に
在
り

梁
・
呉
均
「
古
意
詩
二
首
・
其
一
」（
『
古
詩
紀
』
巻
八
二
）

雑
虜
寇
銅
鍉

雑
虜

銅
鍉
に
寇
し

征
役
去
三
斉

征
役

三
斉
に
去
く

梁
・
簡
文
帝
蕭
綱
「
度
関
山
」（
『
楽
府
詩
集
』
巻
二
七
）

搴
旗
遠
不
息

旗
を
搴
ぐ
る
こ
と
遠
く
し
て
息
ま
ず

駆
虜
何
窮
極

虜
を
駆
る
こ
と
何
ぞ
窮
極
な
ら
ん
や

梁
・
劉
孝
威
「
妾
薄
命
行
」（
『
芸
文
類
聚
』
巻
四
一
）

勿
言
戎
夏
隔

戎
夏
の
隔
つ
る
を
言
ふ
勿
か
れ

但
令
心
契
冥

但
だ
心
契
を
し
て
冥
せ
し
め
ん
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陳
・
江
総
「
雑
曲
三
首
・
其
一
」（
『
楽
府
詩
集
』
巻
七
七
）

紅
顏
素
月
倶
三
五

紅
顏
素
月

倶
に
三
五

夫
壻
何
在
今
追
虜

夫
壻
何
く
に
か
在
り
て

今

虜
を
追
ふ

陳
・
李
燮
「
紫
騮
馬
」（
『
楽
府
詩
集
』
巻
二
四
）

三
辺
追
黠
虜

三
辺

黠
虜
を
追
ふ

一
鼓
定
彊
胡

一
鼓

彊
胡
を
定
む

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
擬
古
詩
や
詠
史
詩
、
そ
し
て
楽
府
で
あ
る
。

最
初
に
挙
げ
た
袁
淑
の
詩
の
「
西
戎
」
は
、
三
国
・
西
晋
期
に
よ

く
見
ら
れ
た
老
子
の
赴
い
た
地
で
は
な
く
、
漢
の
李
広
が
戦
っ
た

敵
と
し
て
の
「
西
戎
」（
匈
奴
）
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
除
い
て
方
角

が
意
識
さ
れ
る
も
の
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
「
戎
」
「
虜
」
は
い
ず
れ

も
異
民
族
の
汎
称
で
あ
る
。
ま
た
鮑
照
に
特
に
目
立
つ
が
、
孔
稚

珪
、
呉
均
の
詩
な
ど
も
同
様
で
遊
侠
を
テ
ー
マ
と
す
る
作
品
に
お

い
て
、
戦
う
べ
き
敵
と
し
て
の
異
民
族
が
多
く
詠
わ
れ
る
。
徳
化

に
服
す
る
異
民
族
が
「
夷
」「
戎
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
戦
う
敵
で

あ
る
異
民
族
は
や
は
り
「
虜
」
で
表
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た

「
胡
」
が
「
虜
」
と
の
対
で
用
い
ら
れ
る
例
も
見
ら
れ
る
が
、
「
胡

塵
」「
彊
胡
」
の
「
胡
」
は
い
ず
れ
も
異
民
族
の
汎
称
で
あ
る
。
最

初
に
述
べ
た
よ
う
に
六
朝
詩
に
見
る
「
胡
」
の
意
味
は
非
常
に
多

岐
に
わ
た
る
が
、
こ
の
よ
う
に
「
虜
」
と
対
で
用
い
ら
れ
る
場
合
、

あ
る
い
は
先
に
挙
げ
た
曹
植
の
詩
の
「
胡
虜
」
の
よ
う
に
合
わ
せ

て
用
い
る
場
合
は
、「
虜
」
と
意
味
に
お
い
て
差
は
無
い
も
の
と
思

わ
れ
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
擬
古
詩
や
詠
史
詩
、
楽
府
で
は
、
か
つ
て
曹
植

や
陸
機
の
作
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
（
実
際
に
起
こ
っ
て
い
る
事
象

や
自
分
の
立
場
を
そ
こ
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い

が
）
、
古
の
仮
構
し
た
世
界
に
お
い
て
、
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
異
民

族
と
戦
う
様
子
を
描
い
て
い
る
。
そ
れ
は
現
実
に
い
る
具
体
的
な

異
民
族
を
詠
う
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
こ
の
他
、
次
の
よ
う
な
詩
も
南
朝
の
特
に
後
期
に
特
有
の

も
の
で
あ
る
。

梁
・
范
雲
「
奉
和
斉
竟
陵
王
郡
県
名
詩
」（
『
芸
文
類
聚
』
巻
五
六
）

臨
涇
方
弁
渭

涇
に
臨
み
て
方
に
渭
を
弁
じ

安
夷
始
和
戎

夷
を
安
ん
じ
て
始
め
て
戎
を
和
す

梁
・
元
帝
蕭
繹
「
将
軍
名
詩
」（
『
芸
文
類
聚
』
巻
五
六
）

鳴
鞭
倶
破
虜

鞭
を
鳴
ら
し
倶
に
虜
を
破
り

決
勝
往
長
楡

勝
を
決
し
て
長
楡
に
往
く

陳
・
賀
徹
「
賦
得
長
笛
吐
清
気
詩
」（
『
初
学
記
』
巻
一
六
）

方
知
出
塞
虜

方
に
知
る

塞
を
出
づ
る
の
虜
の

不
憚
武
溪
深

武
溪
の
深
き
を
憚
れ
ざ
る
を

范
雲
、
元
帝
の
作
は
、
詩
に
県
名
や
将
軍
名
を
詠
み
込
む[

]

も

18

の
で
あ
り
、
賀
徹
の
作
は
先
行
す
る
詩
句
（
「
長
笛
吐
清
気
」
は
曹

丕
「
善
哉
行
」
の
句
）
を
割
り
当
て
ら
れ
て
そ
れ
を
元
に
詩
作
を

行
う
と
い
う
、
い
ず
れ
も
遊
戯
性
の
強
い
詩
で
あ
る
。
こ
れ
ら
も
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や
は
り
現
実
の
異
民
族
を
描
く
も
の
で
は
な
く
、
方
角
に
対
す
る

意
識
も
な
い
。
こ
と
ば
遊
び
的
に
異
民
族
を
表
す
語
を
用
い
た
り
、

先
の
楽
府
な
ど
と
同
じ
く
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
異
民
族
を
詠
っ
た

り
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

他
方
で
、
具
体
的
な
異
民
族
を
念
頭
に
置
い
て
詠
わ
れ
る
詩
と

し
て
は
以
下
の
作
が
あ
る
。

宋
・
文
帝
劉
義
隆
「
元
嘉
七
年
以
滑
台
戦
守
彌
時
遂
至
陥
没
乃

作
詩
」（
『
宋
書
』
索
虜
伝
）

逆
虜
乱
疆
場

逆
虜

疆
場
を
乱
し

辺
将
嬰
寇
仇

辺
将

寇
仇
に
嬰
る

斉
・
謝
朓
「
和
王
著
作
八
公
山
」（
『
文
選
』
巻
三
〇
）

戎
州
昔
乱
華

戎
州

昔

華
を
乱
し

素
景
淪
伊
穀

素
景

伊
穀
に
淪
む

阽
危
頼
宗
袞

危
に
阽
み
て
宗
袞
に
頼
り

の
ぞ

微
管
寄
明
牧

管
微
か
り
せ
ば
明
牧
に
寄
る

な

〈
李
善
注
〉
乱
華
、
謂
苻
堅
也
。
左
氏
伝
曰
、
衛
侯
登
城
以
望
見

戎
州
、
公
曰
、
我
姫
姓
也
。
何
戎
之
有
焉
。
又
孔
子
曰
、
裔
不

謀
夏
、
夷
不
乱
華
。
素
景
、
謂
晋
也
。

梁
・
王
筠
「
侍
宴
餞
臨
川
王
北
伐
応
詔
詩
」（
『
芸
文
類
聚
』
巻
二

九
）

金
正
圮
徳

金
正

徳
を
圮
ち

こ
ぼ

水
行
失
道

水
行

道
を
失
ふ

胡
馬
南
牧

胡
馬

南
に
牧
し

戎
徒
西
保

戎
徒

西
に
保
つ

荐
食
伊
瀍

伊
瀍
を
荐
食
し

整
居
灃
鎬

灃
鎬
に
整
居
す

梁
・
庾
肩
吾
「
乱
後
行
経
呉
郵
亭
詩
」（
『
芸
文
類
聚
』
巻
三
四
）

獯
戎
鯁
伊
洛

獯
戎

伊
洛
に

鯁

し

わ
ざ
わ
ひ

雑
種
乱
轘
轅

雑
種

轘
轅
を
乱
す

陳
・
沈
炯
「
長
安
還
至
方
山
愴
然
自
傷
詩
」（
『
芸
文
類
聚
』
巻
三

四
）

猶
疑
屯
虜
騎

猶
ほ
虜
騎
屯
す
る
か
と
疑
ひ

尚
畏
値
胡
兵

尚
ほ
胡
兵
に
値
ふ
を
畏
る

ま
ず
宋
文
帝
の
詩
は
、
元
嘉
七
年
（
四
三
〇
）
十
一
月
、
宋
の

北
伐
に
よ
っ
て
一
時
的
に
回
復
し
て
い
た
河
南
の
滑
台
が
再
び
北

魏
の
手
に
落
ち
た
際
に
詠
っ
た
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
「
逆
虜
」

と
は
北
魏
を
指
す
。

謝
朓
の
詩
は
昔
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
擬
古
詩
な
ど
と
は
や
や

異
な
り
、
「
戎
州
」
（
前
秦
）
に
よ
っ
て
東
晋
が
一
時
回
復
し
た
洛

陽
が
奪
わ
れ
た
こ
と
、
そ
の
後
苻
堅
が
南
下
し
て
東
晋
が
危
機
に

陥
っ
た
際
に
祖
先
の
謝
安
が
頼
り
に
さ
れ
た
こ
と
な
ど
の
具
体
的

な
事
象
が
詠
わ
れ
て
い
る
。
詠
史
的
な
一
面
も
あ
る
が
、
漢
代
の

匈
奴
と
の
戦
い
を
詠
う
よ
う
な
詩
と
は
異
な
り
、
作
者
謝
朓
に
と

っ
て
は
比
較
的
近
く
、
か
つ
自
分
に
も
つ
な
が
る
過
去
の
出
来
事
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を
詠
っ
た
も
の
と
言
え
る
。
こ
の
「
戎
州
」
は
五
胡
十
六
国
の
一

つ
前
秦
を
指
す
。

王
筠
の
詩
は
、
天
監
四
年
（
五
〇
五
）、
臨
川
王
蕭
宏
が
北
伐
に

向
か
う
際
に
、
そ
れ
を
見
送
る
宴
の
席
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

晋
（
金
徳
）
の
徳
が
壊
れ
、
宋
（
水
徳
）
の
道
が
失
わ
れ
た
た
め

に
「
胡
馬
」
が
南
の
地
で
牧
さ
れ
、「
戎
徒
」
が
（
建
康
か
ら
見
て
）

西
の
地
を
蹂
躙
し
、
洛
陽
・
長
安
が
占
拠
さ
れ
て
い
る
と
言
う
。

す
な
わ
ち
「
戎
徒
」
と
は
北
魏
の
兵
を
指
す
が
、
「
西
保
」
と
い
う

よ
う
に
方
角
に
対
す
る
意
識
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
そ
の
対
と
な
る

「
胡
馬
」
も
や
は
り
北
魏
を
意
味
す
る
が
、
そ
れ
が
「
南
に
牧
す
」

と
い
う
の
は
「
胡
」
に
北
の
意
を
含
む
た
め
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
こ
の
「
胡
」
は
、
異
民
族
と
北
方
の
地
の
両
意
を
含
む
語
で
あ

る
。庾

肩
吾
の
詩
は
、
作
者
が
侯
景
の
乱
後
に
呉
の
郵
亭
（
未
詳
）

を
通
っ
た
時
の
作
で
あ
る
。「
伊
洛
」
は
洛
陽
の
意
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
梁
の
都
建
康
を
指
す
と
思
わ
れ
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
「
獯

戎
」
と
は
侯
景
お
よ
び
彼
の
率
い
た
兵
を
指
す
。
侯
景
の
出
自
は

定
か
で
は
な
い
が
、
梁
人
は
北
朝
か
ら
渡
っ
て
来
た
異
民
族
と
見

な
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い[

]

。

19

沈
炯
の
詩
は
、
作
者
が
西
魏
の
都
長
安
か
ら
方
山
（
建
康
の
東

南
に
あ
る
山
）
に
帰
っ
て
き
た
時
の
作
で
あ
る
。
沈
炯
は
梁
の
承

聖
三
年
（
五
五
四
）、
西
魏
の
江
陵
侵
攻
時
に
捕
ら
わ
れ
、
お
よ
そ

二
年
に
渡
っ
て
長
安
に
抑
留
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
南
に
帰
っ

て
き
て
も
ま
だ
北
で
見
た
よ
う
な
「
虜
騎
」
「
胡
兵
」
が
居
る
の
で

は
な
い
か
と
恐
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
西
魏
の
兵
を
指

し
て
お
り
、
こ
こ
で
も
「
虜
」
と
「
胡
」
を
対
に
用
い
る
が
、
こ

れ
ら
が
同
義
で
あ
る
と
い
う
点
は
、
先
の
楽
府
に
見
ら
れ
た
例
と

同
様
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
詩
に
お
い
て
「
戎
」
と
言
い
「
虜
」
と
言
う
が
、
意

味
に
お
い
て
差
は
見
ら
れ
ず
、
い
ず
れ
も
敵
対
す
る
異
民
族
の
国

や
そ
の
兵
で
あ
る
。
そ
し
て
王
筠
の
詩
を
除
き
、
方
角
に
対
す
る

意
識
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
現
実
の
具
体
的
な
異
民
族
を
念
頭
に
置
い
て
詠
っ

う
詩
も
あ
る
が
、
そ
の
数
は
少
な
く
や
は
り
例
外
的
と
言
え
よ
う
。

し
か
も
そ
の
場
合
は
戦
に
敗
れ
た
こ
と
や
、
都
を
蹂
躙
さ
れ
た
こ

と
、
異
民
族
に
対
す
る
恐
れ
と
い
っ
た
マ
イ
ナ
ス
の
要
素
を
描
く

こ
と
が
多
い
。
楽
府
な
ど
の
仮
構
の
世
界
に
お
い
て
、
遊
侠
の
徒

が
異
民
族
と
勇
ま
し
く
戦
う
姿
と
は
極
め
て
対
照
的
で
あ
る
。

五

北
朝
の
詩

最
後
に
北
朝
の
詩
に
見
ら
れ
る
「
蛮
夷
戎
狄
」
お
よ
び
「
虜
」

に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。

北
魏
・
高
允
「
答
宗
欽
詩
・
其
二
」（
『
魏
書
』
本
伝
）

望
傾
羣
雄

望
は
羣
雄
を
傾
け

響
振
華
戎

響
は
華
戎
に
振
ふ

北
魏
・
節
閔
帝
元
恭
「
聯
句
詩
」（
『
北
史
』
薛
孝
通
伝
）

君
臣
体
魚
水

君
臣
は
魚
水
を
体
し

書
軌
一
華
戎

書
軌
は
華
戎
を
一
に
す
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北
斉
「
元
会
大
饗
歌
・
皇
夏
」（
『
隋
書
』
音
楽
志
中
）

我
応
天
暦

我

天
暦
に
応
じ

四
海
為
家

四
海
を
家
と
為
す

協
同
内
外

内
外
を
協
同
し

混
一
戎
華

戎
華
を
混
一
す

北
斉
「
文
舞
辞
」（
『
隋
書
』
音
楽
志
中
）

神
化
之
洽

神
化
の
洽
き
こ
と

率
土
無
外

率
土

外
無
し

眇
眇
舟
車

眇
眇
た
る
舟
車

華
戎
畢
会

華
戎

畢
く
会
す

北
周
・
庾
信
「
周
五
声
調
曲
・
宮
調
曲
五
首
・
其
二
」

（
『
楽
府
詩
集
』
巻
一
五
）

玉
帛
咸
観
礼

玉
帛

咸
な
礼
を
観

華
戎
各
在
庭

華
戎

各
お
の
庭
に
在
り

北
斉
「
元
会
大
饗
歌
・
登
歌
三
曲
・
其
一
」（『
隋
書
』
音
楽
志
中
）

百
蛮
非
衆

百
蛮
は
衆
き
に
非
ず

お
ほ

八
荒
非
逖

八
荒
は
逖
き
に
非
ず

と
ほ

北
魏
・
祖
叔
弁
「
千
里
思
」（
『
楽
府
詩
集
』
巻
六
九
）

細
君
辞
漢
宇

細
君

漢
宇
を
辞
し

王
嬙
即
虜
衢

王
嬙

虜
衢
に
即
く

北
周
・
王
褒
「
燕
歌
行
」（
『
楽
府
詩
集
』
巻
三
二
）

充
国
行
軍
屢
築
営

充
国

行
軍
し
屢
し
ば
営
を
築
き

陽
史
討
虜
陥
平
城

陽
史

虜
を
討
ち
平
城
を
陥
す

ま
ず
帝
の
御
製
や
雅
楽
が
多
く
、
そ
し
て
「
華
戎
」
（
戎
華
）
の

語
が
目
立
つ
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
自
分
た
ち
を
「
戎
」
と
捉
え

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
し
、
か
と
い
っ
て
自
分
た
ち
を
「
華
」
、

南
朝
を
「
戎
」
と
見
な
し
て
い
た
と
も
考
え
に
く
い
。
「
華
戎
」
の

語
は
張
華
「
晋
四
箱
楽
歌
」
に
「
総
華
戎
」
と
あ
っ
た
の
み
で
、

そ
れ
以
降
の
南
朝
の
詩
に
は
見
ら
れ
な
い
。
も
と
は
自
分
た
ち
を

「
華
」
と
し
、
自
分
た
ち
の
国
の
外
に
あ
り
異
な
る
制
度
・
文
化

の
人
々
を
「
戎
」
と
捉
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
し
だ
い
に
単

に
国
の
内
外
の
意
、
ひ
い
て
は
広
く
天
下
を
表
す
語
と
解
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
元
会
大
饗
歌
・

皇
夏
」
の
「
戎
華
」
の
対
に
「
内
外
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
う
か

が
え
る[

]

。

20

ま
た
南
朝
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
「
蛮
」
（
百
蛮
）
が
「
元
会
大

饗
歌
・
登
歌
」
に
一
例
の
み
で
あ
る
が
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
南

方
の
意
を
含
む
の
で
は
な
く
異
民
族
の
汎
称
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
「
虜
」
を
用
い
た
詩
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
楽
府
で
あ
り
、

古
を
舞
台
と
し
た
仮
構
の
世
界
に
お
け
る
異
民
族
で
あ
る
点
は
南

朝
の
詩
と
共
通
し
て
い
る
。

お
わ
り
に
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以
上
、
六
朝
詩
に
見
ら
れ
る
異
民
族
の
描
か
れ
方
に
つ
い
て
「
蛮

夷
戎
狄
」
お
よ
び
「
虜
」
の
語
を
中
心
に
考
察
し
て
き
た
。

「
蛮
夷
戎
狄
」
の
う
ち
、
ま
ず
「
蛮
」
は
漢
代
に
は
異
民
族
の

汎
称
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
三
国
時
代
以
降

は
南
と
い
う
方
角
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
も
増
え
て
く
る
。
例
え
ば

「
荊
蛮
」「
呉
蛮
」
な
ど
の
語
を
見
て
も
、
荊
州
や
呉
を
「
蛮
」
と

見
な
す
風
潮
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
そ
れ
が
南
朝
に

な
る
と
、
自
分
た
ち
が
い
る
場
所
を
指
す
こ
と
に
な
り
、
結
果
と

し
て
宋
以
降
の
詩
に
「
蛮
」
は
使
わ
れ
な
く
な
る
。「
夷
」
は
、
漢

代
か
ら
六
朝
を
通
し
て
方
角
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な

く
、
総
じ
て
異
民
族
の
汎
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
戎
」
は
、

漢
代
で
は
西
方
異
民
族
を
指
し
、
六
朝
に
お
い
て
も
「
西
戎
」
の

語
で
は
方
角
が
意
識
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
で
は
異
民
族
の
汎
称

で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
な
お
『
礼
記
』
に
い
う
「
東
夷
」「
南
蛮
」

「
西
戎
」「
北
狄
」
の
う
ち
、
六
朝
詩
に
見
ら
れ
た
の
は
こ
の
「
西

戎
」
の
み
で
あ
る
。「
狄
」
は
六
朝
詩
に
は
二
例
し
か
確
認
で
き
な

い
が
、
い
ず
れ
も
具
体
的
な
異
民
族
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ

る
。こ

の
よ
う
に
六
朝
詩
に
見
ら
れ
る
「
蛮
夷
戎
狄
」
の
語
は
一
様

で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
用
い
ら
れ
方
に
特
徴
が
異
な
っ
て
い
る
。

一
方
の
「
虜
」
は
、
三
国
時
代
以
降
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
征
伐
の
対
象
と
な
る
異
民
族
で
あ
る
。

時
代
ご
と
の
特
徴
を
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
み
る
と
、
ま
ず
漢

代
で
は
「
蛮
」「
夷
」
の
語
を
用
い
、
慰
撫
さ
れ
服
す
る
こ
と
で
朝

廷
の
威
徳
を
称
え
る
存
在
と
し
て
の
異
民
族
が
よ
く
描
か
れ
て
い

た
が
、
三
国
・
西
晋
時
代
に
な
る
と
、
懐
き
従
う
異
民
族
も
引
き

続
き
描
か
れ
る
一
方
、
征
伐
の
対
象
と
し
て
詠
わ
れ
る
こ
と
も
多

く
な
る
。
そ
の
際
に
「
虜
」
を
用
い
る
こ
と
が
増
え
、
魏
人
や
晋

人
が
呉
や
蜀
を
言
う
際
に
侮
蔑
的
な
意
味
を
含
め
、
「
呉
蛮
」
「
蜀

虜
」
な
ど
と
呼
ぶ
例
も
目
立
つ
。
ま
た
漢
代
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ

な
か
っ
た
「
戎
」
が
三
国
時
代
以
降
に
盛
ん
に
用
い
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
、
と
り
わ
け
老
子
の
赴
い
た
地
と
し
て
の
「
西
戎
」
が
三

国
・
西
晋
期
に
集
中
的
に
見
ら
れ
る
の
は
特
徴
的
で
あ
る
。

し
か
し
東
晋
で
は
異
民
族
を
詩
に
詠
う
こ
と
が
少
な
く
な
り
、

す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
宋
以
降
の
南
朝
で
は
、
擬
古
詩
や
楽

府
な
ど
の
仮
構
の
世
界
の
中
で
、
現
実
で
は
な
い
異
民
族
が
盛
ん

に
詠
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
に
は
朝
廷
の
徳
に
服
す
る
も
の

も
描
か
れ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
戦
う
べ
き
寇
敵
と
し
て
の

異
民
族
を
詠
う
場
合
が
多
い
。

そ
も
そ
も
慰
撫
さ
れ
服
従
す
る
異
民
族
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

戦
い
征
伐
す
べ
き
対
象
で
あ
っ
て
も
、
自
国
の
朝
廷
が
そ
の
異
民

族
に
対
し
て
優
位
に
あ
っ
て
こ
そ
詩
に
詠
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ

の
優
位
性
が
失
わ
れ
た
東
晋
以
降
、
現
実
と
し
て
の
異
民
族
を
詩

に
詠
う
の
が
難
し
く
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
東
晋

以
降
、
実
際
の
異
民
族
が
詩
に
詠
わ
れ
る
場
合
、
戦
に
敗
れ
た
り
、

都
や
そ
の
周
辺
が
蹂
躙
さ
れ
た
り
、
異
民
族
の
兵
を
恐
れ
た
り
す

る
よ
う
な
描
写
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
現
実
に
対
し
、
南

朝
の
詩
人
た
ち
は
楽
府
な
ど
の
仮
構
の
世
界
に
お
い
て
、
異
民
族

を
討
伐
せ
ん
と
す
る
気
概
、
あ
る
い
は
願
望
を
詠
う
し
か
な
か
っ

た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
汎
称
を
用
い
た
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
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異
民
族
が
多
く
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
「
蛮
夷
戎
狄
」
お
よ
び
「
虜
」
を
中
心
と
し
て
取
り

上
げ
た
が
、
こ
の
他
、
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
異
民
族
の
汎
称
と

し
て
は
「
胡
」
が
あ
り
、
ま
た
個
別
の
異
民
族
を
表
す
語
と
し
て

は
「
獫
狁
」
「
匈
奴
」
「
鮮
卑
」
「
羯
」「
羌
」
「
氐
」
な
ど
が
あ
る
。

こ
れ
ら
は
今
回
取
り
上
げ
た
詩
の
中
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
が
、

今
後
は
こ
う
い
っ
た
語
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
、
六
朝
詩
に
お

け
る
異
民
族
の
描
か
れ
方
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
察
を
深
め
て
い
き

た
い
。

【
注
】

[

１]

本
稿
で
は
「
異
民
族
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
が
、
当
時
か
ら

民
族
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
渡
邉
義
浩
は
「
両
漢
に

お
け
る
華
夷
思
想
の
展
開
」
（
『
両
漢
儒
教
の
新
研
究
』
〔
汲
古
書
院

二
〇
〇
八
〕
、
後
『
後
漢
に
お
け
る
「
儒
教
国
家
」
の
成
立
』
〔
汲
古
書

院

二
〇
〇
九
〕
に
所
収
）
に
お
い
て
、
華
夷
の
別
は
、
種
族
に
よ
る

も
の
で
は
な
く
、
道
義
の
有
無
や
習
俗
・
制
度
な
ど
の
文
化
的
概
念
に

よ
り
規
定
さ
れ
る
と
い
う
。
本
稿
で
も
こ
れ
に
従
い
、
制
度
・
文
化
的

に
劣
る
と
見
な
し
た
相
手
を
「
蛮
夷
戎
狄
」
や
「
虜
」
で
表
現
し
た
も

の
と
考
え
る
。

[

２]

『
楚
辞
』
九
章
・
渉
江
「
哀
南
夷
之
莫
吾
知
兮
、
旦
余
濟
兮
江
湘
」
、

司
馬
相
如
「
喩
巴
蜀
檄
」
（
『
文
選
』
巻
四
四
）
「
南
夷
之
君
、
西
僰
之

長
、
常
效
貢
職
、
不
敢
墯
怠
」
、
司
馬
相
如
「
難
蜀
父
老
」
（
『
文
選
』

巻
四
四
）
「
今
又
接
之
以
西
夷
、
百
姓
力
屈
、
恐
不
能
卒
業
」
、
漢
武
帝

「
元
封
元
年
冬
十
月
詔
」（
『
漢
書
』
武
帝
紀
）「
南
越
東
甌
咸
伏
其
辜
、

西
蛮
北
夷
頗
未
輯
睦
」
、
司
馬
遷
『
史
記
』
匈
奴
列
伝
「
居
于
北
蛮
、

随
畜
牧
而
転
移
」
等
。

[

３]

白
鳥
庫
吉
「
周
代
の
戎
狄
に
就
い
て
」
（
『
東
洋
學
報
』
第
十
一
巻
二

号

一
九
二
四
）
参
照
。

[

４]

古
く
は
「
古
詩
十
九
首
・
其
一
」
（
『
文
選
』
巻
二
九
）
に
基
づ
き
、

故
郷
を
懐
か
し
む
例
え
と
し
て
の
「
胡
馬
」
や
、
遠
く
隔
た
る
こ
と
を

意
味
す
る
「
胡
越
」
、
あ
る
い
は
異
国
の
女
性
を
い
う
「
胡
姫
」
な
ど
、

詩
に
用
い
ら
れ
る
「
胡
」
の
語
は
非
常
に
多
岐
に
わ
た
る
。
よ
っ
て
六

朝
詩
に
見
る
「
胡
」
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
ず
る
予
定
で
あ
る
。

[

５]

例
え
ば
班
固
「
東
都
賦
」
（
『
文
選
』
巻
一
）
に
「
内
撫
諸
夏
、
外
綏

百
蛮
。
…
…
四
夷
間
奏
、
徳
広
所
及
、
僸
佅
兜
離
、
罔
不
具
集
」
と
あ

り
、
張
衡
「
東
京
賦
」（
『
文
選
』
巻
三
）
に
は
「
宣
重
威
以
撫
和
戎
狄
、

呼
韓
来
享
」
と
あ
る
。
班
固
「
東
都
賦
」
の
「
四
夷
間
奏
」
と
は
、
四

方
の
異
民
族
の
音
楽
が
代
わ
る
代
わ
る
奏
で
ら
れ
る
こ
と
で
、
そ
れ
に

よ
り
天
子
の
徳
が
広
く
及
ん
で
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
張
衡

「
東
京
賦
」
の
「
呼
韓
」
は
匈
奴
の
単
于
の
名
で
あ
る
。

[

６]

『
後
漢
書
』
西
南
夷
伝
に
引
く
益
州
刺
史
朱
輔
の
上
疏
文
に
「
今
白

狼
王
唐
菆
等
慕
化
帰
義
、
作
詩
三
章
。
…
…
遠
夷
之
語
、
辞
意
難
正
。

草
木
異
種
、
鳥
獣
殊
類
。
有
犍
為
郡
掾
田
恭
与
之
習
狎
、
頗
暁
其
言
、

臣
輒
令
訊
其
風
俗
、
訳
其
辞
語
」
と
あ
り
、
そ
こ
に
引
か
れ
る
こ
れ
ら

の
歌
の
各
句
の
下
に
文
意
不
明
の
や
や
小
さ
め
の
字
が
付
さ
れ
て
い

る
。「
蛮
夷
貧
薄
」
の
下
に
は
「
僂
譲
龍
洞
」
の
四
字
が
、「
蛮
夷
所
処
」

の
下
に
は
「
僂
譲
皮
尼
」
と
い
う
四
字
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
異
民
族
の

原
語
の
音
に
漢
字
を
当
て
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
「
蛮
夷
」

の
原
語
（
の
音
）
は
「
僂
譲
」
と
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
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は
明
ら
か
で
は
な
い
。

[
７]

『
尚
書
』
禹
貢
で
は
、
王
城
か
ら
離
れ
る
こ
と
五
百
里
ご
と
に
「
甸

服
」「
侯
服
」「
綏
服
」「
要
服
」「
荒
服
」
と
区
分
し
、「
要
服
」
に
「
夷
」

「
荒
服
」
に
「
蛮
」
が
い
る
と
す
る
。

[

８]

王
先
謙
『
漢
書
補
注
』
巻
十
四
に
「
王
制
、
西
方
曰
戎
。
高
帝
西
都
、

先
安
撫
之
」
と
い
う
。

[

９]

『
漢
書
』
礼
楽
志
に
引
く
「
郊
祀
歌
十
九
章
・
后
皇
」
に
「
沇
沇
四

塞
、
徦
狄
合
処
」
と
い
い
「
徦
狄
」
の
語
が
あ
る
。
顔
師
古
は
「
徦
狄
、

遠
夷
也
」
と
言
う
が
、
王
先
謙
補
注
で
は
、
「
狄
、
即
逖
之
渻
。
詩
、

舎
爾
介
狄
。
説
文
、
狄
作
逖
。
毛
伝
、
狄
、
遠
也
。
注
作
遠
夷
解
非
」

と
述
べ
る
。
『
尚
書
』
多
士
に
「
移
爾
遐
逖
比
事
」
と
あ
る
こ
と
か
ら

も
、
本
稿
で
は
「
徦
狄
」
は
遠
い
地
と
解
し
、
異
民
族
と
は
取
ら
な
い
。

[
]

班
固
「
東
都
賦
」「
内
撫
諸
夏
、
外
綏
百
蛮
」
、
司
馬
相
如
「
封
禅
文
」

10
（
『
文
選
』
巻
四
八
）「
諸
夏
楽
貢
、
百
蛮
執
贄
」
等
。

[
]

佐
藤
大
志
・
釜
谷
武
志
・
佐
竹
保
子
・
柳
川
順
子
・
林
香
奈
・
狩
野

11
雄
「
訳
注
『
宋
書
』
楽
志
二
訳
注
稿
（
一
）
」
（
『
未
名
』
三
七
号

二

〇
一
九
）
を
参
照
。

[
]

現
行
の
『
宋
書
』
に
は
「
晋
鼙
舞
歌
」
の
作
者
名
は
記
載
さ
れ
て
い

12
な
い
が
、
蘇
晋
仁
・
蕭
煉
子
校
注
『
宋
書
楽
志
校
注
』
（
斉
魯
書
社

一
九
八
二
）
で
は
『
楽
府
詩
集
』
巻
五
三
に
よ
り
作
者
名
「
傅
玄
」
を

補
っ
て
お
り
、
本
稿
で
も
こ
れ
に
従
う
。

[
]

「
老
子
化
胡
説
」
お
よ
び
『
老
子
化
胡
経
』
に
つ
い
て
は
、
桑
原
隲

13
藏
「
老
子
化
胡
経
」（
『
桑
原
隲
藏
全
集
』
第
一
巻
『
東
洋
史
説
苑
』〔
岩

波
書
店

一
九
六
八
〕
所
収
）
、
長
島
優
「
『
老
子
化
胡
経
』
に
つ
い
て
」

（
『
佛
教
文
化
学
会
紀
要
』
二
〇
〇
〇
巻
九
号
、
二
〇
〇
〇
）
を
参
照
。

[
]

『
論
語
』
馬
融
注
に
は
「
九
夷
、
東
方
之
夷
有
九
種
」
と
い
う
。
漢

14
の
人
で
あ
る
馬
融
は
お
そ
ら
く
『
礼
記
』
の
「
東
夷
」
「
東
方
曰
夷
」

か
ら
、
「
九
夷
」
を
東
方
に
あ
る
九
種
の
異
民
族
と
解
し
た
の
で
あ
ろ

う
が
、
孔
子
自
身
が
東
方
を
意
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な

い
。
ま
た
先
に
挙
げ
た
漢
代
の
詩
に
見
る
「
九
夷
」
に
も
方
角
性
は
見

ら
れ
な
い
。
孔
子
は
あ
く
ま
で
一
般
に
は
「
鄙
」
と
さ
れ
る
辺
境
の
地

を
「
九
夷
」
と
し
、
君
子
が
そ
こ
に
住
め
ば
「
鄙
」
で
は
な
い
と
述
べ

る
だ
け
で
あ
る
。
欧
陽
建
の
詩
で
は
お
そ
ら
く
韻
字
で
あ
る
た
め
「
九

蛮
」
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

[
]

張
華
「
晋
四
箱
楽
歌
十
六
篇
・
食
挙
東
西
箱
楽
詩
十
一
章
・
其
九
」

15
（
『
宋
書
』
楽
志
二
）
に
「
干
戚
舞
階
庭
、
疏
狄
悦
遐
荒
」
と
い
い
「
疏

狄
」
の
語
が
あ
る
が
、
こ
の
「
狄
」
も
注
⑧
と
同
様
、
本
稿
で
は
「
逖
」

（
遠
い
）
に
通
ず
る
と
解
し
て
お
く
。『
史
記
』
司
馬
相
如
列
伝
に
「
疏

逖
不
閉
」
と
あ
り
、
索
隠
に
「
逖
、
遠
」
と
い
う
。

[
]

李
陵
「
答
蘇
武
書
」
（
『
文
選
』
巻
四
一
）「
挙
刃
指
虜
、
胡
馬
奔
走
。

16
…
…
以
単
車
之
使
、
適
萬
乗
之
虜
」
、
『
史
記
』
李
将
軍
列
伝
「
自
負
其

能
、
数
与
虜
敵
戦
、
恐
亡
之
。
…
…
虜
多
且
近
、
即
有
急
、
奈
何
」
等
。

[
]

こ
の
詩
は
『
芸
文
類
聚
』
は
昭
明
太
子
の
作
と
し
、
『
古
詩
紀
』
『
先

17
秦
漢
魏
晋
南
北
朝
詩
』
も
同
じ
で
あ
る
が
、
と
も
に
疑
義
を
挟
む
。『
古

詩
紀
』
は
、『
南
史
』
に
よ
れ
ば
梁
代
に
「
晋
煕
王
」
は
無
い
た
め
『
芸

文
類
聚
』
の
誤
り
で
は
な
い
か
と
い
う
。
ま
た
逯
欽
立
は
、
詩
の
内
容

か
ら
侯
景
の
乱
以
後
の
作
と
し
、
こ
の
時
昭
明
太
子
は
す
で
に
亡
く
、

元
帝
蕭
繹
が
江
陵
で
帝
位
に
つ
い
た
時
、
簡
文
帝
の
子
蕭
大
圜
を
「
晋

煕
王
」
に
封
じ
た
と
い
う
『
周
書
』
の
記
述
か
ら
、
元
帝
の
作
で
あ
る

と
指
摘
す
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
詩
に
い
う
「
辺
戎
」
と
は
、
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侯
景
の
乱
の
残
党
を
指
す
と
も
考
え
ら
れ
る
。

[
]

范
雲
の
詩
の
「
安
夷
」
県
は
、『
後
漢
書
』
郡
国
志
五
に
よ
る
と
涼
州

18
金
城
郡
に
属
し
、『
晋
書
』
地
理
志
上
に
よ
る
と
涼
州
西
平
郡
に
属
す
。

「
和
戎
」
県
は
、
六
朝
時
代
に
は
確
認
で
き
な
い
が
、
『
隋
書
』
地
理

志
上
に
よ
れ
ば
、
北
周
の
時
代
に
梁
州
宕
昌
郡
（
甘
肅
省
隴
南
市
）
に

和
戎
県
が
置
か
れ
た
と
あ
り
、
梁
代
に
同
様
の
県
名
が
あ
っ
た
可
能
性

は
十
分
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
元
帝
の
詩
の
「
破
虜
」
は
将
軍
号
で
あ
り
、

古
く
は
後
漢
の
光
武
帝
劉
秀
が
更
始
帝
よ
り
「
破
虜
大
将
軍
」
に
封
じ

ら
れ
（
『
後
漢
書
』
光
武
帝
紀
上
）
、
そ
の
後
、
董
卓
（
『
後
漢
書
』
董

卓
伝
）
、
孫
堅
（
『
三
国
志
』
呉
書
・
孫
破
虜
伝
）
ら
が
「
破
虜
将
軍
」

と
な
っ
て
い
る
。

[
]

竹
田
龍
兒
は
「
侯
景
の
乱
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（
『
史
学
』
二
九
巻

19
三
号

一
九
五
六
）
に
お
い
て
、
「
梁
人
は
彼
を
呼
ぶ
に
戎
だ
の
羯
だ

の
虜
だ
の
ゝ
語
を
以
て
し
て
い
る
。
…
〈
略
〉
…
以
上
の
諸
資
料
か
ら

判
断
す
る
に
恐
ら
く
彼
は
羯
種
か
な
ん
か
に
屬
す
る
北
族
の
出
身
者
で

あ
っ
た
も
の
と
思
う
。
彼
の
率
い
る
精
兵
も
『
皆
羌
胡
雜
種
』
で
あ
っ

た
と
陳
書
殷
不
害
傳
は
傳
え
て
い
る
。
」
（
原
文
マ
マ
）
と
述
べ
る
。

[
]

梁
・
沈
約
「
懐
旧
詩
・
傷
韋
景
猷
」
（
『
芸
文
類
聚
』
巻
三
四
）
に
も

20
「
韋
敻
識
前
載
、
博
物
備
戎
華
」
と
言
い
、
「
華
戎
」
で
は
な
く
「
戎

華
」
の
語
が
あ
る
。
こ
れ
は
韋
景
猷
が
「
戎
華
」
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を

知
る
ほ
ど
博
識
で
あ
っ
た
と
称
え
て
お
り
、
や
は
り
国
の
内
外
と
い
う

意
味
で
解
釈
で
き
よ
う
。


