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廣
瀬　

玲
子

　
　
　
　
　
　
　
　

は
じ
め
に

　

馬
致
遠
の
作
と
さ
れ
る
元
雑
劇
「
漢
宮
秋
」
は
、
漢
の
元
帝
と
王
昭
君
（
王
嬙
、
字
は
昭
君
）
を
め
ぐ
る
伝
説
に
も
と
づ
く
作
品
で
あ

る
。『
元
曲
選
』
百
種
の
巻
頭
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
代
表
作
の
一
つ
と
さ
れ
て
き
た
。
皇
帝
と
そ
の
妃
が

主
要
な
人
物
で
あ
る
こ
と
、
皇
帝
が
主
役
（
正
末
）
と
し
て
歌
唱
に
よ
り
心
情
を
吐
露
す
る
こ
と
、
妃
の
悲
劇
的
な
死
へ
の
哀
悼
を
も
っ

て
劇
を
終
え
る
こ
と
は
、
白
樸
の
「
梧
桐
雨
」
と
共
通
で
あ
り
、
二
作
品
は
並
び
称
せ
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。

　

ま
ず
、
細
部
は
省
略
し
て
、
ご
く
簡
単
に
「
漢
宮
秋
」
の
あ
ら
す
じ
を
述
べ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

漢
の
元
帝
は
中
大
夫
の
毛
延
寿
の
提
案
に
よ
り
後
宮
に
宮
女
を
集
め
る
。
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
王
昭
君
は
毛
延
寿
の
悪
意
の
せ
い

で
皇
帝
に
ま
み
え
る
こ
と
な
く
十
年
が
過
ぎ
る
。
あ
る
夜
、
昭
君
の
奏
で
る
琵
琶
の
音
色
に
誘
わ
れ
た
元
帝
に
見
い
だ
さ
れ
て
寵
愛

を
受
け
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
昭
君
は
番
国
の
単
于
に
嫁
ぐ
た
め
に
旅
立
つ
こ
と
に
な
り
、
国
境
で
入
水
し
て
亡
く
な
る
。
元
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帝
が
昭
君
の
不
在
を
嘆
い
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
そ
の
死
の
知
ら
せ
が
届
く
。

　

正
史
に
よ
れ
ば
、
王
昭
君
は
匈
奴
で
単
于
の
妻
と
な
り
子
ど
も
も
生
ま
れ
て
い
る
の
で
、
本
劇
の
内
容
は
歴
史
書
の
記
述
か
ら
逸
脱
し

て
い
る
。

　

正
史
の
う
ち
、『
漢
書
』
の
「
元
帝
紀
」
や
「
匈
奴
伝
下
」
で
は
、
元
帝
が
匈
奴
の
単
于
に
与
え
た
宮
女
が
な
ぜ
王
昭
君
で
あ
っ
た
の

か
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
い
。
一
方
、『
後
漢
書
』「
南
匈
奴
列
伝
」
で
は
、
与
え
た
宮
女
は
五
人
で
あ
る
。
そ
の
な
か
の
一
人
と
し
て
、

後
宮
に
入
る
も
不
遇
で
あ
っ
た
昭
君
が
自
ら
行
く
こ
と
を
望
み
（
昭
君
入
宮
数
歳
不
得
見
御
、
積
悲
怨
、
乃
請
掖
庭
令
求
行
呼
韓
耶
）、

元
帝
は
昭
君
の
美
し
さ
を
知
っ
て
悔
や
ん
だ
が
、
信
用
を
失
う
こ
と
を
お
そ
れ
て
そ
の
ま
ま
匈
奴
に
与
え
た
（
帝
見
大
驚
、
意
欲
留
之
、

而
難
於
失
信
、
遂
与
匈
奴
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
王
昭
君
は
そ
の
美
し
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
皇
帝
に
愛
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、

な
ぜ
な
の
か
と
い
う
説
明
は
な
い
。
そ
の
理
由
が
語
ら
れ
る
の
が
『
西
京
雑
記
』
巻
二
で
あ
り
、
絵
師
の
毛
延
寿
も
言
及
さ
れ
る
。

　

元
帝
の
後
宮
に
は
宮
女
が
多
く
、
い
つ
も
会
え
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
絵
師
に
肖
像
画
を
描
か
せ
て
、
そ
れ
を
参
考
に
し
て
召

し
出
し
て
い
た
。
宮
女
た
ち
は
み
な
絵
師
に
賄
賂
を
贈
り
、
多
い
者
は
十
万
、
少
な
く
て
も
五
万
を
下
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
王
嬙
だ

け
は
与
え
よ
う
と
し
な
か
っ
た
た
め
に
皇
帝
に
お
目
見
え
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
匈
奴
が
入
朝
し
て
美
人
を
閼
氏
（
単
于
の
正

妻
）
に
し
た
い
と
求
め
た
の
で
、
帝
は
絵
姿
に
よ
り
昭
君
を
嫁
が
せ
る
こ
と
に
し
た
。
旅
立
つ
前
に
会
っ
て
み
る
と
、
顔
立
ち
は
後

宮
一
の
美
人
で
あ
り
、
受
け
答
え
も
申
し
分
な
く
、
立
ち
居
ふ
る
ま
い
も
し
と
や
か
で
あ
っ
た
。
帝
は
悔
や
ん
だ
が
す
で
に
名
簿
を

確
定
し
て
い
た
の
で
、
外
国
の
信
用
を
重
ん
じ
て
別
人
に
変
更
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

そ
の
後
こ
の
案
件
を
取
り
調
べ
、
絵
師
た
ち
は
す
べ
て
衆
目
の
も
と
で
処
刑
さ
れ
、
家
財
は
没
収
さ
れ
た
が
、
そ
の
資
産
は
い
ず
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（
１
）
原
文
は
次
の
と
お
り
。

　
　

元
帝
後
宮
既
多
、
不
得
常
見
、
乃
使
画
工
図
形
、
案
図
召
幸
之
。
諸
宮
人
皆
賂
画
工
、
多
者
十
万
、
少
者
亦
不
減
五
万
。
独
王
嬙
不
肯
、
遂
不
得
見
。

匈
奴
入
朝
、
求
美
人
為
閼
氏
、
於
是
上
案
図
、
以
昭
君
行
。
及
去
、
召
見
、
貌
為
後
宮
第
一
、
善
応
対
、
挙
止
閑
雅
。
帝
悔
之
、
而
名
籍
已
定
。
帝
重

信
於
外
国
、
故
不
復
更
人
。
乃
窮
案
其
事
、
画
工
皆
棄
市
、
籍
其
家
、
資
皆
巨
万
。
画
工
有
杜
陵
毛
延
寿
、
為
人
形
、
醜
好
老
少
、
必
得
其
真
。
安
陵

陳
敞
、
新
豊
劉
白
、
龔
寛
、
並
工
為
牛
馬
飛
鳥
衆
勢
、
人
形
好
醜
、
不
逮
延
寿
。
下
杜
陽
望
、
亦
善
画
、
尤
善
布
色
。
樊
育
亦
善
布
色
。
同
日
棄
市
。

京
師
画
工
、
於
是
差
稀
。

（
２
）
清
の
焦
循
『
劇
説
』
巻
五
は
、
王
昭
君
の
故
事
を
劇
化
し
た
元
明
の
雑
劇
の
う
ち
馬
致
遠
の
「
漢
宮
秋
」
を
高
く
評
価
し
、
誅
殺
さ
れ
た
複
数
の
絵

師
の
う
ち
の
毛
延
寿
に
罪
を
帰
し
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
﹇
東
籬
（
＝
馬
致
遠
）
則
帰
咎
毛
延
寿
一
人
﹈（
中
国
戯
曲
研
究
院
編
『
中
国
古
典
戯

曲
論
著
集
成
』
八
、
一
九
六
〇
年
、
一
九
〇
頁
）。

れ
も
巨
万
で
あ
っ
た
。
絵
師
の
中
で
は
杜
陵
の
毛
延
寿
が
、
人
の
姿
を
描
け
ば
美
醜
も
老
若
も
必
ず
生
き
写
し
で
あ
っ
た（
１
）。

　

こ
の
あ
と
、
毛
延
寿
以
外
の
絵
師
の
名
前
と
特
色
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、「（
彼
ら
は
）
人
の
姿
の
美
醜
に
つ
い
て
は
延
寿
に
は
及
ば

な
い
」
と
、
毛
延
寿
が
人
物
画
に
優
れ
て
い
た
こ
と
が
特
記
さ
れ
て
い
る
。
王
昭
君
の
絵
姿
を
描
い
た
の
が
毛
延
寿
で
あ
っ
た
と
明
言
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
こ
の
文
脈
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
推
測
が
促
さ
れ
る（
２
）。

技
量
が
優
れ
て
い
た
と
書
く
こ
と
で
、
い
か
に

真
実
を
ゆ
が
め
て
い
た
か
を
強
調
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
才
色
と
も
に
傑
出
し
て
い
た
王
昭
君
が
寵
愛
を
受
け
な
か
っ
た
こ
と
に
対
し
、
絵
師
が
真
の
姿
を
描
か
な
か
っ
た

か
ら
、
さ
ら
に
遡
っ
て
、
そ
れ
は
王
昭
君
が
賄
賂
を
贈
ら
な
か
っ
た
か
ら
と
い
う
理
由
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

正
史
も
含
め
て
、
王
昭
君
に
つ
い
て
の
記
述
が
ど
こ
ま
で
事
実
を
反
映
し
て
い
る
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
れ
ま
で
の
語
り

に
含
ま
れ
る
謎
や
空
白
が
、
次
々
と
埋
め
ら
れ
つ
つ
伝
承
さ
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
語
り
の
常
で
あ
る
。
異
国
の
王
に
嫁
い
だ
宮
女
の
存
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在
は
、
人
々
の
想
像
力
を
か
き
た
て
、
数
多
の
詩
が
作
ら
れ
、
い
く
つ
も
の
伝
説
が
生
ま
れ
、
そ
れ
ら
は
少
し
ず
つ
形
を
変
え
な
が
ら
語

ら
れ
つ
づ
け
た（
３
）。

元
雑
劇
「
漢
宮
秋
」
も
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

吉
川
幸
次
郎
は
、
本
劇
の
「
永
遠
普
遍
の
価
値
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

人
間
の
必
然
と
し
て
あ
る
恋
愛
感
情
の
真
実
さ
を
、
皇
帝
、
天
子
と
い
う
、
古
い
体
制
に
お
い
て
は
特
殊
な
隔
絶
し
た
地
位
に
あ
る

人
物
に
あ
て
は
め
、
し
か
も
そ
の
真
実
さ
は
毫
も
変
化
を
見
せ
ず
、
一
般
人
と
こ
と
な
ら
ぬ
こ
と
を
、
え
が
い
て
見
せ
、
そ
れ
に
よ

っ
て
こ
の
感
情
の
必
然
さ
を
検
証
し
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
劇
の
感
動
は
あ
り
、
価
値
は
あ
る
、
と
考
え
る（
４
）。

　

本
劇
の
歌
唱
者
は
一
貫
し
て
元
帝
で
あ
り
、
皇
帝
が
と
き
に
は
繊
細
で
優
雅
な
、
と
き
に
は
卑
俗
な
曲
詞
に
よ
っ
て
心
中
の
感
情
を
表

現
す
る
こ
と
は
、
紛
れ
も
な
く
本
劇
の
特
色
の
一
つ
で
あ
る
。
一
方
で
、
次
の
よ
う
な
意
見
も
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
元
雑
劇
は
す
べ
て
曲
が
主
要
で
あ
る
の
だ
が
、
馬
致
遠
の
雑
劇
作
品
は
、
曲
に
異
常
な
ま
で
に
突
出
し
た
地
位
を
与
え

て
い
る
。
そ
れ
と
比
べ
る
と
、
せ
り
ふ
は
貧
弱
で
味
気
な
い
こ
と
が
多
く
、
ぱ
っ
と
し
な
い（
５
）。

「
漢
宮
秋
」
は
元
雑
劇
の
名
作
の
一
つ
だ
が
、
そ
の
長
所
は
主
と
し
て
男
性
主
人
公
の
優
雅
で
非
凡
な
心
理
表
現
に
あ
り
、
馬
致
遠

は
や
は
り
、
曲
に
よ
っ
て
感
情
表
現
を
す
る
と
い
う
方
法
で
劇
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
に
も
っ
と
も
長
け
て
い
る
。「
漢
宮
秋
」
の
う

ち
人
口
に
膾
炙
し
、
人
々
が
賞
讃
す
る
曲
は
、
す
べ
て
昭
君
が
去
っ
て
い
っ
た
後
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。（
中
略
）
思
い
は
沈
痛
で

あ
る
が
、
す
で
に
演
劇
的
葛
藤
は
な
く
、
物
語
が
進
展
を
見
せ
る
こ
と
も
な
い（
６
）。

　

要
す
る
に
「
漢
宮
秋
」
は
曲
詞
に
重
点
が
置
い
て
作
ら
れ
、
評
価
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
歌
唱
す
る
た
だ
一
人
の
人
物
で
あ
る
元

帝
に
比
べ
て
、
せ
り
ふ
に
よ
る
し
か
な
い
王
昭
君
の
感
情
は
、
十
分
に
表
現
さ
れ
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
劉
小
梅
は
こ
れ

を
、
散
曲
に
す
ぐ
れ
て
い
た
馬
致
遠
に
よ
る
「
戯
曲
の
散
曲
化
」
と
称
し
、
演
劇
と
し
て
は
も
の
足
り
な
い
点
と
し
て
指
摘
す
る
。
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（
３
）
伊
藤
実
雪
「「
漢
宮
秋
」
劇
の
悲
劇
性
」（『
比
較
社
会
文
化
研
究
』
７
、
二
〇
〇
〇
年
）
参
照
。

（
４
）「「
漢
宮
秋
雑
劇
」
の
文
学
性
」（『
吉
川
幸
次
郎
全
集
』
第
十
五
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
）、
一
九
三
頁
。

（
５
） 

劉
小
梅
『
宋
元
戯
劇
的
雅
俗
源
流
』（
文
化
芸
術
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）、
一
二
一
頁
﹇
訳
文
は
廣
瀬
に
よ
る
﹈。

（
６
）
同
前
、
一
二
四
頁
。

（
７
）「
漢
宮
秋
」
の
現
存
す
る
テ
ク
ス
ト
に
は
、
脈
望
館
古
名
家
雑
劇
本
（
以
下
、
古
名
家
本
と
略
す
）・
顧
曲
斎
本
・
元
曲
選
本
・
酹
江
集
本
が
あ
る
。

以
下
の
引
用
に
は
、
古
名
家
本
（
冒
頭
の
タ
イ
ト
ル
は
「
孤
雁
漢
宮
秋
」）
を
用
い
る
。

　

と
は
い
え
、
劉
も
認
め
て
い
る
と
お
り
、
元
雑
劇
は
、
同
時
代
の
散
曲
と
と
も
に
元
曲
と
呼
ば
れ
、
む
し
ろ
韻
文
の
歌
詞
を
乗
せ
た

「
曲
」
が
核
と
な
っ
て
い
る
演
劇
で
あ
る
。
王
昭
君
で
は
な
く
元
帝
が
歌
唱
す
る
こ
と
、
王
昭
君
が
入
水
し
て
死
を
遂
げ
る
と
い
う
展
開

に
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、「
漢
宮
秋
」
は
ど
の
よ
う
な
演
劇
的
表
現
を
達
成
し
て
い
る
の
か
。
本
稿
で
は
本
劇
を
読
解
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
特
徴
を
探
っ
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　

一　

毛
延
寿
の
奸
計
と
そ
の
露
呈

　

以
下
、
楔
子
と
各
折
の
梗
概
を
述
べ
つ
つ
、
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
（
途
中
の
／
は
そ
の
前
後
で
場
面
が
異
な
る
こ
と
を
示
す
）
（
７
）。

楔
子 

：
呼
韓
耶
単
于
が
慣
例
に
も
と
づ
き
、
使
者
を
送
っ
て
漢
朝
に
公
主
の
献
上
を
求
め
る
。
／
漢
の
中
大
夫
で
あ
る
毛
延
寿
は
、
後
宮

の
女
性
が
少
な
い
と
い
う
元
帝
に
宮
女
を
補
充
す
る
よ
う
提
言
す
る
。
元
帝
は
そ
れ
に
賛
同
し
、
宮
女
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
肖
像
画
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を
描
か
せ
、
そ
れ
を
見
て
臨
幸
し
よ
う
と
言
う
。

　

本
劇
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
の
は
、
番
国
（
匈
奴
を
指
す
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
劇
中
に
匈
奴
と
い
う
語
は
現
れ
な
い
）
と
漢
の
都
で
あ
る

長
安
と
い
う
遠
く
離
れ
た
二
つ
の
場
所
で
あ
る
。
舞
台
上
で
は
こ
の
二
つ
の
場
所
は
一
瞬
に
し
て
入
れ
替
わ
る
が
、
登
場
人
物
の
う
ち
呼

韓
耶
単
于
と
元
帝
と
は
出
会
う
こ
と
も
な
い
。
楔
子
で
は
、
単
于
が
遣
わ
し
た
使
者
は
ま
だ
長
安
に
到
着
せ
ず
、
元
帝
は
そ
の
要
求
も
知

ら
ず
に
安
穏
と
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
。

　

毛
延
寿
は
登
場
す
る
と
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

某
不
是
別
人
、
毛
延
寿
的
便
是
。
見
在
漢
朝
駕
下
、
為
中
大
夫
之
職
。
因
我
百
般
巧
詐
、
一
味
諂
諛
、
哄
的
皇
帝
老
頭
児
十
分
歓

喜
、
言
聴
計
従
。
朝
裏
朝
外
、
那
一
個
不
敬
我
、
那
一
個
不
怕
我
、
我
又
学
的
一
個
法
児
、
只
是
教
皇
帝
少
見
儒
臣
、
多
昵
女
色
、

我
這
寵
才
得
牢
固
。

　

わ
し
こ
そ
は
毛
延
寿
だ
。
い
ま
漢
の
天
子
の
も
と
で
中
大
夫
の
職
に
つ
い
て
お
る
。
わ
し
が
あ
の
手
こ
の
手
で
う
ま
い
こ
と
言
い

く
る
め
、
ひ
た
す
ら
お
べ
っ
か
を
使
う
の
で
、
皇
帝
は
大
よ
ろ
こ
び
。
何
で
も
わ
し
の
い
い
な
り
だ
。
朝
廷
の
中
で
も
外
で
も
わ
し

を
大
事
に
し
な
い
や
つ
、
恐
れ
な
い
や
つ
な
ど
一
人
も
お
ら
ん
。
そ
の
う
え
あ
る
方
法
を
学
ん
だ
の
だ
。
皇
帝
を
儒
臣
と
会
わ
せ

ず
、
女
色
に
ふ
け
ら
せ
て
お
け
ば
、
わ
し
は
ず
っ
と
皇
帝
の
お
気
に
入
り
と
い
う
わ
け
だ
。

　

絵
師
で
あ
っ
た
は
ず
の
毛
延
寿
は
本
劇
で
は
漢
朝
の
中
大
夫
と
い
う
職
に
就
い
て
い
る
。
皇
帝
を
思
う
ま
ま
に
あ
や
つ
り
権
力
を
ふ
る

う
そ
の
所
行
は
悪
辣
き
わ
ま
り
な
い
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
か
ら
に
は
、
皇
帝
に
じ
か
に
接
し
て
進
言
を
す
る
こ
と
が
で
き

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
絵
師
と
い
う
だ
け
の
設
定
で
は
足
り
な
い
の
で
あ
る
。
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（
８
）
元
曲
選
本
で
は
こ
の
あ
と
に
「
全
然
不
肯
」
が
あ
り
、
賄
賂
を
与
え
よ
う
と
し
な
い
こ
と
が
明
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
で
元
帝
は
、
毛
延
寿
が
佞
臣
で
あ
る
こ
と
に
も
気
づ
か
ず
、
国
の
内
外
が
平
和
に
治
ま
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
。
楔
子
の
唯
一

の
曲
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

【
賞
花
時
】
四
海
安
然
絶
士
馬
、
五
穀
豊
登
没
戦
伐
。
寡
人
待
刷
室
女
選
宮
娃
、
你
避
不
的
駆
馳
困
乏
、
看
那
一
個
合
属
俺
帝
王
家
。

（
元
帝
う
た
）
国
は
安
泰
で
兵
馬
は
絶
え
、
五
穀
は
豊
穣
で
戦
乱
も
な
い
。
乙
女
を
選
り
す
ぐ
っ
て
宮
女
を
選
ぼ
う
。
お
ま
え
は
労

を
惜
し
む
こ
と
な
く
、
誰
が
帝
王
の
わ
た
し
に
ふ
さ
わ
し
い
か
見
定
め
よ
。

第
一
折 

：
毛
延
寿
は
賄
賂
を
要
求
し
つ
つ
百
人
の
宮
女
を
集
め
る
が
、
王
嬙
（
字
は
昭
君
）
の
家
は
貧
し
く
賄
賂
を
与
え
な
か
っ
た
た
め

に
実
際
と
は
ち
が
う
肖
像
画
が
描
か
れ
、
十
年
の
あ
い
だ
皇
帝
に
ま
み
え
る
こ
と
も
な
く
過
ご
し
た
。
あ
る
日
、
元
帝
は
後
宮
で

琵
琶
の
音
色
に
惹
か
れ
て
王
昭
君
を
訪
れ
、
一
目
で
そ
の
容
姿
と
人
柄
に
心
を
奪
わ
れ
る
。
事
情
を
知
っ
た
元
帝
は
毛
延
寿
を
斬

首
す
る
よ
う
命
じ
、
昭
君
を
明
妃
と
す
る
。

　

こ
の
折
は
漢
の
宮
廷
の
み
が
舞
台
で
あ
る
。
毛
延
寿
が
百
人
の
宮
女
の
選
定
を
終
え
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、
最
後
の
一
人
が
王
昭
君

で
あ
っ
た
。
絶
世
の
美
人
で
は
あ
る
も
の
の
、
農
家
の
娘
で
、
裕
福
で
は
な
い
。

我
問
他
要
百
両
黄
金
、
選
為
第
一
。
他
一
則
説
家
道
貧
窮
、
一
則
倚
着
他
容
貌
出
衆（
８
）。

欲
待
退
了
他
、
不
要
到
好
了
他
。
眉
頭
一
縦

計
上
心
来
、
只
把
美
人
図
点
上
些
破
綻
。
到
京
師
必
定
退
入
冷
宮
、
教
他
受
一
生
清
冷
。
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（
毛
延
寿
せ
り
ふ
）
わ
し
は
黄
金
を
百
両
出
せ
ば
一
番
に
し
て
や
ろ
う
と
も
ち
か
け
た
。
や
つ
は
一
つ
に
は
暮
ら
し
が
貧
し
い
と
言

い
、
一
つ
に
は
容
貌
が
抜
き
ん
出
て
い
る
こ
と
を
頼
み
に
し
お
っ
た
。
選
ぶ
の
を
や
め
よ
う
か
と
思
っ
た
が
、
そ
れ
は
か
え
っ
て
や

つ
に
好
都
合
。
頭
を
ひ
ね
っ
て
考
え
出
し
た
策
は
、
美
人
図
に
い
さ
さ
か
傷
を
つ
け
て
や
る
こ
と
だ
。
都
に
着
い
た
ら
き
っ
と
冷
宮

に
追
い
や
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
一
生
さ
び
し
い
思
い
を
さ
せ
て
や
る
ぞ
。

　
『
西
京
雑
記
』
に
は
、
王
昭
君
の
家
が
な
ぜ
賄
賂
を
与
え
な
か
っ
た
の
か
は
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
理
由
が
明
示
さ

れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
家
が
貧
し
か
っ
た
こ
と
は
こ
の
あ
と
の
王
昭
君
の
せ
り
ふ
に
も
見
ら
れ
る
が
、
自
ら
の
美
し
さ
を
当
て
に
し
て
と

い
う
の
は
毛
延
寿
の
悪
意
あ
る
主
観
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
場
面
の
あ
と
、
劇
中
で
は
長
い
時
間
が
経
つ
（
王
昭
君
の
登
場
詩
に
「
十
年
未
得
見
君
王
」
の
句
が
あ
る
）。
王
昭
君
は
毛
延
寿

の
思
惑
ど
お
り
に
孤
独
な
日
々
を
送
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
も
昭
君
自
身
、
そ
の
不
幸
は
毛
延
寿
が
肖
像
画
に
細
工
し
た
こ
と
が
原
因

だ
と
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
琴
の
音
色
に
誘
わ
れ
て
昭
君
の
も
と
を
訪
れ
た
元
帝
は
そ
の
美
し
さ
に
魅
了
さ
れ
る
。

看
卿
這
等
体
態
、
如
何
不
得
近
幸
。（
旦
）
妾
父
王
長
者
、
止
生
妾
身
、
当
初
選
時
、
使
臣
毛
延
寿
索
要
金
銀
、
妾
家
貧
寒
無
湊
、

故
将
妾
眼
下
点
成
大
破
、
因
此
収
入
冷
宮
。（
駕
）
小
黄
門
、
你
取
那
影
図
来
看
。

　
（
元
帝
せ
り
ふ
）
お
ま
え
は
こ
の
よ
う
な
容
姿
な
の
に
、
ど
う
し
て
目
を
か
け
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。（
昭
君
せ
り
ふ
）

わ
た
く
し
の
父
は
王
長
者
、
そ
の
一
人
娘
で
ご
ざ
い
ま
す
。
宮
女
に
選
ば
れ
た
と
き
、
使
い
の
毛
延
寿
が
金
銀
を
要
求
し
ま
し
た

が
、
わ
た
し
の
家
は
貧
し
く
て
用
立
て
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
に
わ
た
し
の
〔
絵
図
の
〕
目
元
が
ひ
ど
く
醜
く

描
か
れ
、
冷
宮
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。（
元
帝
せ
り
ふ
）
黄
門
、
絵
図
を
持
っ
て
き
て
見
せ
て
く
れ
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
毛
延
寿
の
悪
行
が
明
ら
か
に
な
り
、
元
帝
は
斬
首
を
命
じ
る
。
次
節
で
見
る
よ
う
に
、
こ
こ
か
ら
本
劇
に
独
特
の
展
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開
が
始
ま
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
王
昭
君
が
自
ら
の
冷
遇
の
原
因
を
知
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
元
帝
に
語
る
こ
と
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

二　

逃
亡
す
る
毛
延
寿
と
さ
ら
な
る
奸
計

第
二
折 

：
毛
延
寿
は
番
国
に
逃
げ
て
、
単
于
に
王
昭
君
の
美
人
図
を
見
せ
、「
昭
君
は
単
于
と
の
結
婚
を
望
ん
だ
の
に
元
帝
が
許
さ
ず
、

か
え
っ
て
女
色
を
諫
め
た
自
分
を
殺
そ
う
と
し
た
の
で
逃
げ
て
き
た
」
と
虚
言
を
弄
す
る
。
／
元
帝
が
昭
君
の
も
と
を
訪
れ
て
い

る
と
、
番
国
の
使
者
が
昭
君
を
求
め
て
や
っ
て
く
る
。
臣
下
た
ち
は
他
に
策
も
な
く
、
国
家
の
た
め
に
は
昭
君
を
差
し
出
す
し
か

な
い
と
言
う
ば
か
り
。
昭
君
は
そ
れ
に
従
う
し
か
な
く
、
元
帝
と
と
も
に
悲
嘆
に
暮
れ
る
。

　　

毛
延
寿
は
逃
亡
し
て
番
国
に
や
っ
て
く
る
と
、
単
于
に
目
通
り
し
て
次
の
よ
う
に
や
り
と
り
を
す
る
。

　

某
是
漢
朝
中
大
夫
毛
延
寿
。
有
我
漢
朝
西
宮
閤
下
美
人
王
昭
君
、
生
得
絶
色
。
前
者
単
于
主
人
遣
使
求
公
主
、
那
昭
君
情
願
請

行
、
漢
帝
捨
不
的
、
不
肯
放
来
。
某
再
三
苦
諫
說
、
豈
可
重
女
色
、
失
両
国
之
好
。
漢
主
到
要
殺
我
。
某
因
此
帯
得
此
美
人
図
、
献

与
単
于
主
人
。
可
遣
使
按
図
索
要
、
必
然
得
了
也
。
這
就
是
図
様
。（
進
上
看
科
）（
末
）
世
間
那
有
如
此
女
人
。
若
得
他
做
閼
氏
、

我
願
足
也
。
如
今
就
差
一
番
官
、
率
領
部
従
、
写
書
与
漢
天
子
、
求
索
王
昭
君
与
俺
和
親
。
若
不
肯
与
、
不
日
南
侵
、
江
山
莫
保
。

　
（
毛
延
寿
せ
り
ふ
）
わ
た
く
し
は
漢
朝
中
大
夫
の
毛
延
寿
で
ご
ざ
い
ま
す
。
わ
が
漢
朝
の
西
宮
に
は
王
昭
君
と
い
う
絶
世
の
美
人

が
お
り
ま
す
。
以
前
に
単
于
ど
の
が
使
者
を
遣
わ
し
て
公
主
を
求
め
ら
れ
た
と
き
、
そ
の
昭
君
が
名
乗
り
を
上
げ
た
の
で
す
が
、
漢

の
主
君
が
惜
し
ん
で
ど
う
し
て
も
手
放
さ
な
か
っ
た
の
で
す
。
わ
た
く
し
が
「
ど
う
し
て
女
色
を
重
ん
じ
て
両
国
の
友
好
を
妨
げ
る
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こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
」
と
何
度
も
お
い
さ
め
し
た
と
こ
ろ
、
主
君
は
わ
た
し
を
殺
そ
う
と
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
こ
の
美
人
図
を

単
于
ど
の
に
献
上
し
に
参
っ
た
の
で
す
。
使
者
を
遣
わ
し
て
こ
の
絵
図
の
女
性
を
求
め
る
な
ら
き
っ
と
手
に
入
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ

が
そ
の
絵
で
ご
ざ
い
ま
す
。（
近
づ
い
て
見
せ
る
し
ぐ
さ
）

　
（
単
于
せ
り
ふ
）
世
の
中
に
こ
の
よ
う
な
女
性
が
い
よ
う
と
は
。
こ
の
者
を
正
妻
に
で
き
れ
ば
満
足
だ
。
今
か
ら
従
者
を
引
き
連

れ
た
役
人
を
派
遣
し
、
漢
の
天
子
へ
の
書
状
を
し
た
た
め
て
、
王
昭
君
を
要
求
し
て
和
親
を
も
ち
か
け
よ
う
。
も
し
承
知
し
な
け
れ

ば
す
ぐ
に
南
進
し
て
侵
入
し
、
漢
は
領
土
を
失
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

毛
延
寿
は
漢
の
元
帝
に
処
刑
さ
れ
る
の
を
避
け
て
番
国
へ
と
逃
亡
し
、
単
于
を
そ
そ
の
か
し
て
元
帝
と
王
昭
君
へ
の
復
讐
を
果
た
そ
う

と
す
る
。
こ
こ
で
も
そ
の
道
具
と
し
て
美
人
図
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
美
人
図
は
も
ち
ろ
ん
当
初
の
絵
図
と
は
ち
が
っ
て
、
昭
君
の
あ
り

の
ま
ま
の
姿
の
は
ず
で
あ
る
。
昭
君
の
人
生
は
、
真
と
偽
の
二
種
類
の
イ
メ
ー
ジ
に
翻
弄
さ
れ
る
。
偽
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
漢
朝
で
冷

遇
さ
れ
、
真
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
番
王
の
妻
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
事
態
に
な
る
と
は
思
い
も
寄
ら
ず
、
元
帝
は
一
曲
目
の
【
南
呂
一
枝
花
】
で
ま
た
も
太
平
の
世
を
こ
と
ほ
ぎ
﹇
忠
臣
皆
有

用
、
高
枕
已
是
無
憂
﹈、
昭
君
へ
の
恋
心
を
う
た
う
﹇
守
着
那
皓
歯
星
眸
、
争
忍
虚
白
昼
﹈。
そ
こ
へ
番
国
の
使
者
が
到
着
し
、
単
于
が
毛

延
寿
の
誘
導
に
よ
り
王
昭
君
を
差
し
出
す
よ
う
要
求
し
て
お
り
、
応
じ
な
け
れ
ば
侵
略
す
る
計
画
で
あ
る
と
告
げ
る
。

　

曲
詞
は
一
転
し
て
臣
下
た
ち
へ
の
苦
言
と
な
る
。

【
牧
羊
関
】
興
廃
従
来
有
、
干
戈
不
肯
休
。
可
不
食
君
禄
、
命
懸
君
手
。
太
平
時
売
你
宰
相
功
労
、
有
事
処
把
俺
佳
人
遞
流
。
你
們

干
請
了
皇
家
俸
、
却
甚
分
破
帝
王
憂
。（
後
略
）

（
元
帝
う
た
）
興
亡
は
い
つ
の
世
に
も
起
こ
り
、
戦
乱
は
終
わ
ろ
う
と
し
な
い
。
主
君
の
禄
を
食
む
の
な
ら
、
お
ま
え
た
ち
の
運
命
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は
主
君
が
握
っ
て
い
る
は
ず
な
の
に
。
平
和
な
と
き
に
は
宰
相
の
自
分
の
手
柄
と
ひ
け
ら
か
し
、
有
事
の
際
に
は
わ
が
佳
人
を
引
き

渡
す
の
か
。
お
ま
え
た
ち
は
国
家
の
俸
給
を
も
ら
い
な
が
ら
、
帝
王
の
悩
み
を
晴
ら
し
て
は
く
れ
な
い
の
だ
な
。

　

元
帝
は
ほ
か
に
何
か
よ
い
方
策
は
な
い
の
か
と
尋
ね
る
が
、
臣
下
た
ち
は
紂
王
と
妲
己
の
例
ま
で
も
ち
だ
し
て
、
昭
君
を
諦
め
る
よ
う

に
提
言
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
皇
帝
が
怒
り
を
露
わ
に
す
る
一
方
で
、
臣
下
も
口
答
え
を
し
た
り
し
て
、
身
分
の
差
は
あ
ま
り
感
じ
ら
れ

な
い
。
昭
君
は
け
な
げ
に
、
番
国
と
の
友
好
を
保
つ
た
め
に
要
求
に
従
お
う
と
言
う
。

（
旦
）
妾
既
蒙
我
王
厚
恩
、
当
効
一
死
、
以
報
陛
下
。
妾
情
願
和
番
、
得
息
刀
兵
、
亦
留
名
青
史
。
但
妾
与
陛
下
闈
房
之
情
、
怎
生

拋
捨
也
。（
駕
）
我
可
知
捨
不
的
卿
哩
。（
外
）
陛
下
割
恩
断
愛
以
社
稷
為
念
。
早
早
発
送
娘
娘
去
罷
。

（
王
昭
君
せ
り
ふ
）
わ
た
く
し
は
わ
が
帝
の
厚
い
ご
恩
を
受
け
て
お
り
ま
す
か
ら
、
命
を
懸
け
て
陛
下
に
報
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
番
国
と
の
和
平
に
役
立
ち
、
戦
乱
を
防
い
で
、
歴
史
に
名
を
残
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
陛
下
と
あ
い
だ
の
愛
情
を
ど
う
し

て
捨
て
去
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。（
元
帝
せ
り
ふ
）
わ
た
し
も
お
ま
え
を
手
放
す
こ
と
な
ど
で
き
る
は
ず
が
な
い
よ
。（
尚
書
令

せ
り
ふ
）
陛
下
、
ど
う
か
恩
愛
を
断
ち
切
っ
て
社
稷
の
こ
と
を
お
考
え
に
な
り
、
す
ぐ
に
お
妃
を
旅
立
た
せ
て
く
だ
さ
い
。

直
ち
に
昭
君
を
出
発
さ
せ
よ
う
と
す
る
臣
下
た
ち
に
対
し
、
元
帝
は
皇
帝
と
し
て
の
威
厳
も
振
り
捨
て
て
、
翌
日
に
灞
陵
橋
で
送
別
す
る

こ
と
を
認
め
さ
せ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

三　

別
れ
、
そ
し
て
死

第
三
折 

：
灞
陵
橋
で
の
送
別
の
場
面
で
あ
る
。
使
者
は
し
き
り
に
出
発
を
促
す
が
、
元
帝
は
長
々
と
別
れ
を
惜
し
む
。
／
呼
韓
耶
単
于
の
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も
と
に
到
着
し
た
昭
君
は
、
国
境
の
黒
龍
江
に
身
を
投
げ
て
亡
く
な
る
。

　

王
昭
君
は
す
で
に
番
国
の
使
者
三
名
に
と
り
ま
か
れ
て
登
場
し
、
つ
い
で
元
帝
が
送
別
の
場
に
や
っ
て
く
る
。

【
双
調
新
水
令
】
錦
貂
裘
生
改
尽
漢
宮
妝
、
我
則
索
看
昭
君
画
図
模
様
。
旧
思
金
勒
短
、
新
恨
玉
鞭
長
。
本
是
対
金
殿
鴛
央
、
分
飛

翼
、
怎
承
望
。

　
　

您
文
武
百
官
計
議
、
怎
生
退
了
番
兵
、
免
明
妃
和
番
者
。

（
元
帝
う
た
）
漢
の
宮
廷
の
装
い
を
、
む
り
や
り
豪
華
な
テ
ン
の
皮
衣
に
着
が
え
る
な
ら
、
わ
た
し
は
昭
君
の
姿
を
絵
図
で
見
る
し

か
な
い
。
今
ま
で
の
恋
は
金
の
ク
ツ
ワ
の
よ
う
に
短
く
、
こ
れ
か
ら
の
未
練
は
玉
の
鞭
の
よ
う
に
長
く
な
る
だ
ろ
う
。
は
な
や
か
な

御
殿
の
オ
シ
ド
リ
で
あ
っ
た
の
に
、
別
れ
て
飛
ん
で
い
く
と
は
思
い
も
か
け
な
か
っ
た
こ
と
よ
。

　
　

 （
せ
り
ふ
）
あ
ま
た
の
文
武
の
役
人
た
ち
よ
、
ど
う
す
れ
ば
番
兵
を
撤
退
さ
せ
、
明
妃
を
和
親
の
役
目
か
ら
の
が
れ
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
か
協
議
せ
よ
。

　

し
か
し
、
文
官
・
武
官
は
元
帝
の
気
持
ち
を
無
視
し
、
尚
書
令
の
五
鹿
充
宗
は
「
陛
下
、
も
う
思
い
切
り
な
さ
い
ま
せ
」﹇
陛
下
不
必

掛
念
﹈、「
陛
下
、
も
う
帰
り
ま
し
ょ
う
」﹇
陛
下
、
咱
回
朝
去
罷
﹈
な
ど
と
無
情
な
言
葉
を
繰
り
か
え
す
ば
か
り
で
あ
る
。
番
国
の
使
者

も
「
お
妃
さ
ま
、
早
く
出
発
し
ま
し
ょ
う
。
日
が
暮
れ
ま
す
」﹇
請
娘
娘
早
行
、
天
色
晩
也
﹈、「
お
妃
さ
ま
、
行
き
ま
し
ょ
う
、
ず
っ
と

待
っ
て
い
る
ん
で
す
」﹇
請
娘
娘
行
罷
、
臣
等
来
多
時
了
也
﹈
な
ど
と
出
発
を
促
す
。
そ
の
な
か
で
、
元
帝
は
ひ
と
り
、
現
在
の
悲
し
み

だ
け
で
な
く
、
異
国
に
向
か
う
昭
君
の
思
い
や
、
昭
君
の
い
な
い
宮
中
に
帰
っ
た
あ
と
の
自
ら
の
寂
し
さ
を
も
先
取
り
し
て
歌
唱
す
る
。

も
っ
と
も
有
名
な
の
が
、【
梅
花
酒
】
後
半
の
次
の
く
だ
り
で
あ
る
。
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他
傷
心
辞
漢
主
、
望
携
手
上
河
梁
。
前
面
早
叫
排
行
、
愁
鸞
輿
到
咸
陽
。
到
咸
陽
、
過
蕭
墻
。
過
蕭
墻
、
葉
飄
黄
。
葉
飄
黄
、
遶

回
廊
。
遶
回
廊
、
竹
生
涼
。
竹
生
涼
、
近
椒
房
。
近
椒
房
、
泣
寒
螿
。
泣
寒
螿
、
緑
紗
窓
。
緑
紗
窓
、
不
思
量
。

　

あ
の
人
は
悲
し
み
つ
つ
漢
の
主
君
に
別
れ
を
告
げ
、
手
を
つ
な
い
で
橋
を
渡
る
こ
と
を
望
め
ど
も
、
前
か
ら
早
く
も
聞
こ
え
る
の

は
、
旅
立
つ
行
列
を
整
え
る
声
。
愁
い
つ
つ
わ
た
し
の
車
は
咸
陽
へ
帰
る
。
咸
陽
へ
帰
れ
ば
土
塀
を
よ
ぎ
る
。
土
塀
を
よ
ぎ
れ
ば
黄

色
い
葉
が
舞
い
落
ち
る
。
黄
色
い
葉
が
舞
い
落
ち
、
回
廊
を
め
ぐ
る
。
回
廊
を
め
ぐ
れ
ば
竹
が
木
陰
を
作
る
。
竹
が
木
陰
を
作
る
な

か
椒
房
に
近
づ
く
。
椒
房
に
近
づ
け
ば
秋
の
虫
が
鳴
く
。
秋
の
虫
が
鳴
い
て
、
緑
紗
の
か
か
る
窓
。
緑
紗
の
か
か
る
窓
を
見
れ
ば
、

あ
の
人
を
思
わ
ず
に
い
ら
れ
よ
う
か
。

　

実
景
だ
け
で
は
な
く
想
像
を
ま
じ
え
た
曲
詞
は
、
三
文
字
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
感
情
を
か
き
た
て
、
孤
独
な
存
在
と
し
て
の
元
帝
の

姿
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
。
王
昭
君
が
去
っ
て
い
っ
た
の
ち
に
、
第
三
折
の
最
後
の
曲
が
唱
わ
れ
る
。

　
　
（
外
）
陛
下
回
鑾
罷
、
娘
娘
去
遠
了
也
。（
駕
）

【
鴛
鴦
煞
】
我
煞
大
臣
行
説
一
個
推
辞
謊
、
又
則
怕
筆
尖
児
那
火
偏
修
講
。
不
見
他
花
朶
児
精
神
、
怎
趁
那
草
地
裏
風
光
。
唱
道
佇

立
多
時
、
徘
徊
半
晌
。
猛
聴
的
塞
雁
南
翔
、
呀
呀
的
声
嘹
喨
。
却
原
来
是
満
目
牛
羊
、
是
兀
那
戴
離
恨
的
氈
車
半
坡
裏
響
。（
下
）

　
　
（
尚
書
令
せ
り
ふ
）
陛
下
、
お
車
を
返
し
ま
し
ょ
う
。
お
妃
さ
ま
は
遠
く
へ
行
っ
て
し
ま
わ
れ
ま
し
た
。

（
元
帝
う
た
）
大
臣
た
ち
の
前
で
は
何
と
か
ご
ま
か
せ
て
も
、
た
だ
恐
れ
る
の
は
史
官
た
ち
の
筆
。
も
う
見
る
こ
と
の
な
い
あ
の
花

の
よ
う
に
優
し
い
心
ば
え
、
ど
う
し
て
草
原
の
風
光
に
な
じ
む
だ
ろ
う
。
い
つ
ま
で
も
立
ち
す
く
ん
で
は
行
っ
た
り
来
た
り
。
に
わ

か
に
聞
こ
え
る
の
は
、
北
の
雁
が
南
へ
飛
ん
で
、
ヤ
ー
ヤ
ー
と
鳴
く
高
い
声
。
と
思
っ
た
ら
実
は
、
群
れ
な
す
牛
羊
と
、
別
れ
の
未

練
を
載
せ
た
毛
氈
の
車
が
坂
道
で
き
し
む
音
。（
退
場
）
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元
帝
は
王
昭
君
を
載
せ
た
車
か
ら
見
え
る
景
色
﹇
満
目
牛
羊
﹈
を
幻
視
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
北
へ
と
向
か
う
王
昭
君
の

車
と
は
逆
に
、
北
か
ら
渡
っ
て
く
る
雁
の
声
が
聞
こ
え
た
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
去
っ
て
い
く
車
が
た
て
る
音
な
の
で
あ
る
。
こ
の

雁
の
モ
チ
ー
フ
は
、
さ
ら
に
第
四
折
へ
と
引
き
継
が
れ
る
。

　

さ
て
、
元
帝
が
退
場
し
た
あ
と
場
面
は
早
く
も
国
境
に
移
り
、
番
王
の
呼
韓
耶
単
于
が
部
下
を
引
き
つ
れ
、
王
昭
君
を
囲
ん
で
登
場
す

る
。
国
境
で
あ
る
黒
龍
江
ま
で
迎
え
に
来
た
の
で
あ
る
。

　
（
旦
）
大
王
、
借
一
盃
酒
、
望
南
澆
奠
、
辞
了
漢
家
、
長
行
去
罷
。（
做
奠
酒
科
）
漢
朝
皇
帝
、
妾
身
今
生
已
矣
、
尚
待
来
生
也
。

（
做
跳
江
科
）（
番
救
科
云
）
今
昭
君
不
肯
順
番
、
投
江
而
死
。
罷
罷
、
就
葬
在
此
江
辺
、
号
為
青
塚
者
。
我
想
来
、
人
又
死
了
、
及

与
漢
朝
背
盟
、
都
是
毛
延
寿
這
廝
搬
弄
的
。
左
右
、
将
毛
延
寿
拿
下
、
解
送
漢
朝
処
治
。
我
依
旧
与
漢
朝
結
和
、
永
為
甥
舅
、
却
不

是
好（
９
）。

善
悪
終
莫
隠
、
只
在
速
遅
間
。（
下
）

　
（
王
昭
君
せ
り
ふ
）
大
王
さ
ま
、
一
杯
の
お
酒
を
お
借
り
し
て
南
に
向
け
て
注
い
で
お
祭
り
し
、
漢
王
朝
と
お
別
れ
し
て
か
ら
遠

く
へ
参
り
ま
し
ょ
う
。（
酒
を
注
い
で
祭
る
し
ぐ
さ
）
漢
の
皇
帝
陛
下
、
わ
た
く
し
の
こ
の
世
の
生
は
終
わ
り
ま
し
た
。
ま
た
来
世

で
お
会
い
し
ま
し
ょ
う
。（
川
に
身
を
投
げ
る
し
ぐ
さ
、
番
王
救
う
し
ぐ
さ
、
せ
り
ふ
）
い
ま
昭
君
は
わ
が
国
に
従
お
う
と
せ
ず
川

に
身
を
投
げ
て
亡
く
な
っ
た
。
し
か
た
な
い
、
こ
の
川
辺
に
埋
葬
し
て
青
塚
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
思
え
ば
、
人
が
亡
く
な
り
漢

朝
と
の
盟
約
に
背
く
こ
と
に
な
っ
た
の
も
、
み
な
毛
延
寿
の
や
つ
が
仕
出
か
し
た
こ
と
。
者
ど
も
、
毛
延
寿
を
捉
え
、
漢
朝
に
護
送

し
て
処
罰
し
て
も
ら
お
う
。
漢
朝
と
は
も
と
の
と
お
り
に
和
平
を
結
び
、
末
永
く
甥
舅
の
関
係
を
保
つ
の
が
よ
か
ろ
う
。
善
も
悪
も

結
局
は
明
ら
か
に
な
り
、
た
だ
速
い
か
遅
い
か
の
ち
が
い
が
あ
る
の
み
。

　

何
と
も
あ
っ
け
な
い
展
開
で
あ
る
。
単
于
は
そ
そ
く
さ
と
埋
葬
に
言
及
し
（
し
か
も
「
青
塚
」
は
昭
君
の
墓
の
後
世
の
呼
称
で
あ
る
）、
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（
９
）
元
曲
選
本
で
は
、
こ
の
あ
と
、
こ
れ
ま
で
の
流
れ
を
ふ
り
か
え
る
よ
う
な
詩
が
入
っ
て
終
わ
る
。

　
　
〔
詩
云
〕
則
為
他
丹
青
画
誤
了
昭
君
、
背
漢
主
暗
地
私
奔
。
将
美
人
図
又
来
哄
我
、
要
索
取
出
塞
和
親
。
豈
知
道
投
江
而
死
、
空
落
的
一
見
消
魂
。
似

這
等
奸
邪
逆
賊
、
留
著
他
終
是
禍
根
。
不
如
送
他
去
漢
朝
哈
剌
、
依
還
的
甥
舅
礼
、
両
国
長
存
〔
下
〕。

思
い
も
寄
ら
な
か
っ
た
は
ず
の
王
昭
君
の
死
に
衝
撃
を
受
け
て
茫
然
と
す
る
様
子
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
突
然
の
出
来
事
に
よ
っ
て
、
す

べ
て
が
毛
延
寿
の
陰
謀
で
あ
っ
た
と
す
ぐ
に
気
づ
く
と
い
う
の
も
奇
妙
で
あ
る
。
既
述
し
た
よ
う
に
、
せ
り
ふ
の
稚
拙
さ
が
指
摘
さ
れ
る

の
も
無
理
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　

四　

皇
帝
の
孤
独

第
四
折 

：
別
れ
て
か
ら
百
日
、
元
帝
の
悲
嘆
は
お
さ
ま
ら
ず
、
美
人
図
を
掛
け
て
昭
君
を
思
い
出
す
。
う
た
た
ね
の
夢
で
昭
君
に
会
う

が
、
す
ぐ
に
番
兵
に
連
れ
去
ら
れ
て
、
目
が
覚
め
る
。
雁
の
声
に
心
を
乱
さ
れ
て
い
る
と
、
昭
君
自
死
の
知
ら
せ
が
入
る
。
漢
に

送
還
さ
れ
た
毛
延
寿
を
処
刑
し
て
王
昭
君
へ
の
鎮
魂
の
し
る
し
と
す
る
。

　

静
か
な
夜
、
思
い
が
募
る
元
帝
は
美
人
図
を
な
が
め
て
過
ご
す
。
香
が
燃
え
つ
き
て
黄
門
に
新
た
に
持
っ
て
こ
さ
せ
る
の
は
、
そ
の
も

の
思
い
が
長
時
間
に
わ
た
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

【
醉
春
風
】
恰
尽
御
炉
香
、
再
添
黄
串
餅
。
想
娘
娘
似
竹
林
寺
不
見
半
分
形
、
則
留
下
這
個
影
、
這
個
影
。
未
死
之
時
、
在
生
之
日
、
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一
般
恭
敬
。

　
　

一
時
困
倦
、
我
且
睡
些
児
。

高
唐
也
夢
苦
難
成
、
那
裏
也
愛
卿
、
愛
卿
、
却
怎
生
無
些
霊
聖
。
怎
做
的
吾
当
染
之
軽
。（
睡
科
）

　
　

 （
旦
上
）
妾
身
王
嬙
、
和
番
到
北
地
、
私
自
逃
回
。
兀
的
不
是
我
主
人
。
陛
下
、
妾
身
来
了
也
。（
番
兵
上
）
恰
才
我
打
了
個

盹
、
王
昭
君
就
偷
走
回
。
我
急
急
趕
来
、
進
的
漢
宮
、
兀
的
不
是
昭
君
（
做
拿
下
、
駕
醒
科
云
）
恰
才
見
明
妃
回
来
、
在
這
些

児
如
何
就
不
見
了
。

（
元
帝
う
た
）
香
は
燃
え
つ
き
、
さ
ら
に
足
す
。
妃
を
思
っ
て
も
蜃
気
楼
の
よ
う
に
姿
は
現
れ
ず
、
こ
の
絵
を
、
こ
の
絵
を
残
す
の

み
。
命
の
果
て
る
ま
で
、
生
き
て
い
る
か
ぎ
り
、
ず
っ
と
慕
い
つ
づ
け
よ
う
。

　
　
（
せ
り
ふ
）
少
し
疲
れ
た
の
で
眠
ろ
う
。

（
う
た
）
高
唐
の
夢
を
見
る
こ
と
は
か
な
わ
な
い
。
い
と
し
い
人
、
い
と
し
い
人
は
ど
こ
に
い
る
。
ど
う
し
て
何
の
奇
跡
も
お
と
ず

れ
な
い
の
か
。
ど
う
し
て
こ
の
苦
し
み
を
軽
ん
じ
る
の
か
。（
眠
る
し
ぐ
さ
）

　
　

 （
王
昭
君
登
場
し
て
せ
り
ふ
）
わ
た
く
し
王
嬙
は
番
国
と
の
和
平
の
た
め
北
地
に
や
っ
て
き
ま
し
た
が
、
こ
っ
そ
り
逃
げ
帰
っ

て
き
ま
し
た
。
こ
の
か
た
は
わ
た
く
し
の
ご
主
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
陛
下
、
も
ど
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
よ
。（
番
兵
登
場

し
て
せ
り
ふ
）
ち
ょ
っ
と
う
た
た
寝
を
し
た
と
思
っ
た
ら
王
昭
君
が
逃
げ
て
し
ま
っ
た
。
急
い
で
追
い
か
け
て
漢
の
宮
殿
に
入

り
、
あ
れ
は
昭
君
で
は
な
い
か
。（
捉
え
て
退
場
す
る
。
元
帝
目
覚
め
て
せ
り
ふ
）
明
妃
が
帰
っ
て
き
た
と
思
っ
た
の
に
、
ど

う
し
て
こ
こ
に
い
な
い
の
だ
。

　

男
女
が
別
れ
の
あ
と
に
夢
の
中
で
再
会
す
る
の
は
戯
曲
の
常
套
で
あ
る
が
、
本
劇
が
独
特
な
の
は
、
王
昭
君
が
す
で
に
亡
く
な
っ
て
お
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り
、
元
帝
は
そ
れ
を
ま
だ
知
ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
の
は
観
客
（
読
者
）
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
あ
と
聞
こ
え
て
く
る
雁
の
鳴
き
声
に
元
帝
が
投
影
す
る
の
は
旅
立
っ
て
い
っ
た
昭
君
で
あ
る
と
し
て
も
、
観
客
（
読
者
）
が

雁
に
投
影
す
る
の
は
す
で
に
死
者
と
な
っ
た
昭
君
の
魂
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

二
度
と
昭
君
に
会
え
な
い
以
上
、
元
帝
に
と
っ
て
そ
の
生
死
は
問
題
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
魂
が
抜
け
た
よ
う
な
状
態
の
元
帝

の
耳
に
聞
こ
え
て
く
る
の
が
、
雁
の
鳴
き
声
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
の
曲
は
す
べ
て
雁
に
語
り
か
け
る
か
の
よ
う
に
唱
わ
れ
る
。

　

宮
中
の
楽
師
た
ち
に
よ
る
音
楽
の
音
色
が
聞
こ
え
て
き
た
と
思
っ
た
元
帝
は
次
の
よ
う
に
う
た
う
。

【
蔓
青
菜
】
白
日
裏
無
承
応
、
教
寡
人
不
曾
做
一
個
到
天
明
団
円
夢
境
。（
雁
叫
了
）
却
原
来
雁
叫
長
門
両
三
声
、
怎
知
道
更
有
個
人

孤
另
。（
雁
叫
了
）

【
白
鶴
子
】
多
管
是
春
秋
高
、
筋
力
短
、
莫
不
是
食
水
少
、
骨
毛
軽
。
待
去
後
、
愁
江
南
網
羅
寛
。
待
向
前
、
怕
塞
北
雕
弓
硬
。

【
么
】
傷
感
似
替
昭
君
思
漢
主
、
哀
怨
似
作
薤
露
哭
田
橫
。
悽
愴
似
和
半
夜
楚
歌
声
、
悲
切
似
唱
三
畳
陽
関
令
。（
雁
叫
了
）

（
元
帝
う
た
）
昼
間
に
は
奏
で
な
い
の
に
、
わ
た
し
に
明
け
方
ま
で
ま
ど
か
な
夢
を
見
さ
せ
て
く
れ
な
い
の
か
。（
雁
が
鳴
く
）
と
思

え
ば
長
門
宮
で
鳴
く
雁
の
声
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
こ
に
寂
し
い
人
が
ひ
と
り
い
る
の
を
ど
う
し
て
知
っ
て
い
よ
う
。（
雁
が
鳴
く
）

（
う
た
）
お
そ
ら
く
は
年
老
い
て
力
な
く
、
食
べ
る
も
の
も
少
な
く
痩
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
も
ど
ろ
う
と
し
て
も
江
南
で
は
網
が

広
が
る
の
が
心
配
で
、
進
も
う
と
す
れ
ば
塞
北
の
強
い
弓
が
お
そ
ろ
し
い
。

（
う
た
）
痛
ま
し
い
こ
と
昭
君
に
代
っ
て
漢
の
主
君
を
思
う
よ
う
。
哀
し
い
こ
と
「
薤
露
」
の
挽
歌
で
田
横
を
悼
む
よ
う
。
凄
絶
な

る
こ
と
真
夜
中
に
聞
く
楚
歌
の
声
の
よ
う
、
切
実
な
る
こ
と
三
た
び
繰
り
か
え
す
陽
関
の
曲
の
よ
う
。（
雁
が
鳴
く
）

　

第
四
折
の
梗
概
に
示
し
た
よ
う
に
、
本
折
は
二
人
の
別
れ
か
ら
百
日
（
概
数
で
あ
ろ
う
が
）
経
っ
た
場
面
で
あ
る
。
第
三
折
の
自
然
描
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写
は
明
ら
か
に
秋
で
あ
っ
た
の
で
、
季
節
は
め
ぐ
っ
て
春
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
と
し
い
人
を
失
っ
た
元
帝
の
時
間

は
、
秋
の
ま
ま
止
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
し
き
り
に
鳴
い
て
い
る
の
は
、
秋
に
北
か
ら
飛
来
し
、
春
に
な
っ
た
の

で
北
へ
と
帰
る
雁
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
元
帝
に
は
北
か
ら
帰
っ
て
き
て
ほ
し
い
昭
君
に
重
ね
あ
わ
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
本

劇
の
正
名
に
「
破
幽
夢
孤
雁
漢
宮
秋
」
と
あ
る
よ
う
に
、
第
四
折
の
漢
宮
は
秋
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

元
帝
は
雁
の
声
に
心
を
乱
さ
れ
た
ま
ま
退
場
し
、
本
劇
は
次
の
よ
う
に
終
わ
り
を
迎
え
る
。

【
尾
声
】
一
声
児
遶
漢
宮
、
一
声
児
寄
渭
城
、
暗
添
人
白
髪
成
衰
病
、
只
恁
的
吾
家
可
也
勧
不
省
。（
下
）

　
　

 （
外
扮
丞
相
）
今
日
早
朝
散
後
、
有
番
国
差
使
命
綁
送
毛
延
寿
来
、
説
只
因
毛
延
寿
叛
国
敗
盟
、
致
此
禍
釁
。
今
昭
君
已
死
、

情
願
両
国
講
和
。
奉
聖
人
命
、
已
将
毛
延
寿
斬
首
祭
了
明
妃
。
着
光
禄
寺
大
排
筵
席
、
犒
賞
来
使
回
去
。
正
是
、
国
正
天
心

順
、
官
清
民
自
安
。
妻
賢
夫
禍
少
、
子
孝
父
心
寛
。

題
目　

毛
延
寿
叛
国
開
辺
釁　

漢
元
帝
一
身
不
自
由

正
名　

沈
黒
江
明
妃
青
塚
恨　

破
幽
夢
孤
雁
漢
宮
秋

（
元
帝
う
た
）
一
声
鳴
け
ば
漢
の
宮
殿
を
め
ぐ
り
、
一
声
鳴
け
ば
渭
城
に
と
ど
き
、
ひ
そ
か
に
人
の
白
髪
を
増
や
し
病
み
衰
え
さ
せ

る
。
そ
れ
で
も
わ
た
し
に
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。（
退
場
）

　
　

 　
（
丞
相
登
場
し
て
せ
り
ふ
）
今
朝
、
朝
廷
で
の
会
議
が
終
わ
っ
た
あ
と
、
番
国
の
使
者
が
毛
延
寿
を
護
送
し
て
き
ま
し
た
。

毛
延
寿
は
国
家
に
背
い
て
盟
約
を
破
り
、
こ
の
禍
を
招
い
た
と
の
こ
と
で
す
。
昭
君
は
す
で
に
亡
く
な
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
両

国
の
講
和
の
願
い
が
出
て
お
り
ま
す
。
皇
帝
の
命
を
受
け
て
す
で
に
毛
延
寿
を
斬
首
し
て
明
妃
を
祭
り
ま
し
た
。
光
禄
寺
に
は

盛
大
な
宴
席
を
用
意
さ
せ
、
使
者
を
ね
ぎ
ら
う
こ
と
に
し
ま
す
。
ま
こ
と
に
こ
れ
、
国
が
正
し
け
れ
ば
天
の
心
も
お
だ
や
か
、

役
人
が
清
廉
で
あ
れ
ば
民
は
安
心
、
妻
が
賢
け
れ
ば
夫
に
禍
は
少
な
く
、
子
が
孝
で
あ
れ
ば
父
の
心
は
広
い
、
と
い
う
も
の
。
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（
10
）
古
名
家
本
の
丞
相
の
退
場
詩
は
あ
ま
り
に
一
般
的
で
、
劇
の
内
容
か
ら
乖
離
し
て
い
る
。
一
方
、
元
帝
が
先
に
退
場
し
て
直
接
に
毛
延
寿
の
処
分
に

触
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
悲
哀
の
余
韻
が
漂
う
と
い
う
効
果
は
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
元
曲
選
本
は
、
題
目
を
「
沈
黒
江
明
妃
青
塚
恨
」
正

名
を
「
破
幽
夢
孤
雁
漢
宮
秋
」
と
す
る
。

　

元
曲
選
本
で
は
、
元
帝
は
歌
唱
の
あ
と
で
す
ぐ
に
退
場
す
る
の
で
は
な
く
、
丞
相
の
報
告
を
聞
き
、「
そ
う
い
う
こ
と
な
ら
、
毛
延
寿

を
斬
首
し
て
明
妃
に
さ
さ
げ
て
祭
ろ
う
。
光
禄
寺
に
は
盛
大
な
宴
席
を
用
意
さ
せ
使
者
を
ね
ぎ
ら
っ
て
か
ら
帰
そ
う
」﹇
既
如
此
、
便
将

毛
延
寿
斬
首
、
祭
献
明
妃
。
着
光
禄
寺
大
排
筵
席
、
犒
賞
来
使
回
去
﹈
と
命
令
を
下
す
。
最
後
は
元
帝
の
退
場
詩
、「
葉
落
深
宮
雁
叫
時
、

夢
回
孤
枕
夜
相
思
。
雖
然
青
塚
人
何
在
、
還
為
蛾
眉
斬
画
師
」
と
な
る）

10
（

。

　

群
れ
を
離
れ
た
孤
独
な
渡
り
鳥
で
あ
る
「
孤
雁
」
は
、
異
国
へ
と
旅
立
っ
た
王
昭
君
と
と
も
に
、
す
で
に
亡
く
な
っ
た
王
昭
君
の
魂
を

イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
。
眠
れ
ぬ
夜
に
、
姿
は
見
え
ず
、
声
だ
け
が
聞
こ
え
て
く
る
。
そ
れ
が
元
帝
を
悩
ま
せ
、
苦
し
ま
せ
、
自
ら
も
ま
た
孤

独
で
あ
る
こ
と
を
痛
切
に
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

五　

強
力
な
毛
延
寿
―
―
ド
ラ
マ
の
展
開

　

見
て
き
た
よ
う
に
、
本
劇
は
曲
詞
に
よ
る
心
理
表
現
に
重
点
が
置
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。
せ
り
ふ
は
型
ど
お
り
の
も
の
が
多
く
、
曲
詞

と
の
対
応
も
優
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

　

元
帝
に
よ
る
曲
詞
の
内
容
は
、
主
と
し
て
、
王
昭
君
へ
の
賛
美
や
思
慕
、
無
能
な
臣
下
た
ち
へ
の
苦
言
、
別
れ
の
悲
し
み
、
そ
し
て
雁
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の
声
に
い
や
増
す
孤
独
感
へ
と
推
移
し
て
い
く
。
こ
の
流
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
の
が
本
劇
の
構
成
で
あ
り
、
そ
れ
は
他
の
主
要
な
伝
説

に
は
な
か
っ
た
設
定
に
依
拠
し
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
重
要
な
の
は
、
王
昭
君
と
元
帝
が
い
っ
た
ん
は
強
い
愛
情
で
結
ば
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
毛
延
寿
の
悪
事
が
露
呈
す
る
こ
と
で

あ
る
。

　
『
西
京
雑
記
』
の
記
述
で
は
、
元
帝
が
昭
君
の
美
し
さ
に
気
づ
い
た
と
き
に
は
す
で
に
遅
く
、
絵
師
た
ち
を
処
罰
す
る
し
か
な
い
。
絵

師
た
ち
は
死
刑
に
処
せ
ら
れ
て
、
そ
れ
以
上
は
何
も
で
き
ず
、
匈
奴
と
は
何
の
関
係
も
な
い
。

　
「
漢
宮
秋
」
で
は
、
元
帝
は
ふ
と
し
た
こ
と
か
ら
昭
君
と
会
い
、
そ
の
口
か
ら
毛
延
寿
の
収
賄
を
知
る
）
11
（

。
毛
は
死
刑
に
処
せ
ら
れ
る
は

ず
が
、
逃
亡
し
て
再
び
王
昭
君
の
運
命
を
左
右
す
る
力
を
発
揮
す
る
。
昭
君
と
番
国
と
の
つ
な
が
り
は
毛
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
、
そ
の

悪
事
の
極
端
さ
に
対
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
昭
君
の
死
と
い
う
極
端
な
結
末
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
本
劇

の
構
成
は
十
分
な
劇
的
緊
張
を
呈
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

つ
ま
り
、
毛
延
寿
は
悪
意
の
塊
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
も
の
の
、
本
劇
の
悲
劇
的
な
展
開
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
り
、
強
力
に
劇
を
動

か
す
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

毛
延
寿
が
た
く
ら
み
を
実
行
す
る
手
段
は
、
漢
朝
に
お
い
て
も
番
国
に
お
い
て
も
王
昭
君
の
肖
像
画
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

疑
問
に
思
わ
れ
る
点
も
あ
る
。
本
稿
第
二
節
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
王
昭
君
の
肖
像
画
は
実
像
と
は
異
な
る
不
美
人
の
図
で
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
と
は
別
に
毛
延
寿
が
番
国
に
も
た
ら
し
た
美
人
図
が
あ
り
、
さ
ら
に
元
帝
が
別
離
の
の
ち
に
掛
け
て
な
が
め

る
美
人
図
が
あ
る
。
真
実
を
写
し
た
複
数
の
肖
像
画
が
、
い
つ
の
間
に
か
存
在
し
て
い
る
の
は
不
可
解
で
あ
る
が
、
演
劇
に
お
い
て
は
許

さ
れ
る
飛
躍
あ
る
い
は
省
略
と
言
え
よ
う
か
。
ま
た
、
現
実
に
は
中
大
夫
が
絵
師
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
思
わ
れ
、
劇

中
で
も
「
画
工
」
と
明
言
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
伝
説
を
知
る
人
々
は
毛
延
寿
が
絵
師
を
兼
ね
て
い
る
と
見
な
す
だ
ろ
う
。
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（
11
）
既
述
の
と
お
り
、
元
帝
が
昭
君
の
奏
で
る
琵
琶
の
音
色
に
誘
わ
れ
る
こ
と
で
二
人
は
出
会
う
。
こ
の
と
き
に
は
ま
だ
番
国
へ
旅
立
つ
こ
と
に
な
る
と

は
思
い
も
寄
ら
な
い
二
人
の
出
会
い
の
き
っ
か
け
が
、
琵
琶
と
い
う
西
域
由
来
の
楽
器
で
あ
る
の
は
、
そ
の
後
の
運
命
を
暗
示
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。

琵
琶
を
弾
く
王
昭
君
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
生
成
に
つ
い
て
は
、
山
本
敏
雄
「
王
昭
君
説
話
と
琵
琶
」（『
愛
知
教
育
大
学
研
究
報
告
』
53
（
人
文
・
社
会

科
学
編
）、
二
〇
〇
四
年
）
に
詳
し
い
。

　

肖
像
画
を
見
る
者
は
、
そ
れ
が
実
物
を
で
き
る
だ
け
忠
実
に
再
現
し
た
も
の
と
考
え
、
と
き
に
は
実
物
の
代
わ
り
に
見
つ
め
た
り
語
り

か
け
た
り
す
る
対
象
と
な
る
。
し
か
し
、
描
か
れ
た
人
物
を
知
ら
な
い
場
合
に
は
、
そ
れ
が
本
当
に
実
物
に
似
て
い
る
か
ど
う
か
は
わ
か

ら
な
い
。
当
然
の
こ
と
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
こ
と
は
見
過
ご
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
毛
延
寿
は
そ
れ
に
乗
じ
て
、
イ
メ
ー
ジ
を

巧
み
に
操
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

六　

無
力
な
皇
帝
―
―
抒
情
の
ド
ラ
マ

　

横
暴
な
毛
延
寿
が
そ
の
力
に
よ
っ
て
劇
を
展
開
さ
せ
る
一
方
、
元
帝
は
き
わ
め
て
無
力
で
無
為
の
存
在
で
あ
る
。
佞
臣
が
暗
躍
し
て
も

気
づ
か
ず
、
国
難
に
見
舞
わ
れ
て
も
臣
下
た
ち
は
無
能
で
何
の
対
策
も
考
え
つ
か
な
い
。
皇
帝
の
短
い
幸
福
な
日
々
も
、
臣
下
か
ら
見
れ

ば
女
色
に
耽
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
次
の
せ
り
ふ
か
ら
は
、
確
か
に
そ
う
し
た
一
面
が
窺
わ
れ
る
。

自
従
西
宮
閤
下
得
見
了
王
昭
君
、
使
朕
如
痴
似
酔
、
久
不
臨
朝
。
今
日
方
才
升
殿
、
等
不
的
散
了
。
只
索
再
到
西
宮
看
一
看
去
（
第

二
折
よ
り
）。
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（
元
帝
せ
り
ふ
）
西
宮
で
王
昭
君
に
会
っ
て
か
ら
わ
た
し
は
酔
い
し
れ
た
よ
う
に
夢
中
に
な
っ
て
し
ま
い
、
長
ら
く
朝
廷
に
出
る
こ

と
も
な
か
っ
た
。
今
日
は
や
っ
と
会
議
を
開
い
た
が
、
終
わ
る
の
を
待
ち
き
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
西
宮
に
会
い
に
行
く
こ
と
に
し
よ

う
。

　

ま
た
、
毛
延
寿
や
王
昭
君
は
漢
と
番
国
と
の
あ
い
だ
を
移
動
す
る
が
、
元
帝
は
漢
宮
（
及
び
灞
橋
）
に
留
ま
っ
て
動
か
な
い
。
元
帝
に

で
き
る
の
は
、
た
だ
自
ら
の
感
情
を
歌
唱
す
る
こ
と
だ
け
な
の
で
あ
る
。
既
述
し
た
よ
う
に
、
昭
君
と
別
れ
た
の
ち
の
元
帝
の
心
は
、
と

り
と
め
な
く
、
現
実
と
幻
想
の
は
ざ
ま
に
た
ゆ
た
う
よ
う
で
あ
り
、
曲
詞
は
そ
れ
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
表
現
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

そ
の
曲
詞
に
お
い
て
重
層
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
担
っ
て
い
る
の
が
、
前
節
で
も
触
れ
た
「
孤
雁
」
で
あ
る
。
雁
は
渡
り
鳥
で
あ
り
、
本
劇

の
舞
台
で
あ
る
北
方
と
中
原
と
の
あ
い
だ
を
移
動
す
る
。
そ
の
長
い
距
離
は
王
昭
君
の
旅
路
を
彷
彿
さ
せ
る
。
し
た
が
っ
て
孤
雁
は
昭
君

を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
、
元
帝
は
そ
の
鳴
き
声
に
心
を
か
き
乱
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
元
帝
は
自
ら
も
ま
た
一
羽
の
孤
雁
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
て
い
る
、
つ
ま
り
孤
雁
は
昭
君
で
あ
る
と
同
時
に
元
帝
で
も
あ
る

と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
吉
川
幸
次
郎
は
、
第
四
折
の
も
た
ら
す
「
感
動
に
あ
ず
か
る
も
の
」
は
、「
主
役
元
帝
が
、
雁
を
も
自

己
と
お
な
じ
く
不
幸
な
存
在
と
し
、
雁
に
代
っ
て
そ
の
不
幸
を
い
た
む
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
自
己
の
感
情
を
雁
に
移
入
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
」）

12
（

と
述
べ
る
。

　

元
帝
が
無
力
で
頼
り
な
く
孤
独
な
存
在
で
あ
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
古
名
家
本
の
「
題
目
」
の
一
句
「
漢
元
帝
一
身
不
自
由
」
が
表
す
と

お
り
で
あ
る
。
最
も
自
由
で
あ
る
と
思
わ
れ
が
ち
な
皇
帝
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
元
帝
の
不
自
由
さ
は
い
っ
そ
う
際
立
つ
の
で
あ
る
。
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（
12
）
前
掲
書
（
注
４
）、
二
〇
九
頁
。

（
13
）
王
昭
君
が
自
分
の
絵
姿
が
歪
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
も
一
例
で
あ
る
。
ま
た
、
王
昭
君
が
ま
だ
漢
宮
に
い
る
第
二
折
の
【
賀
新
郎
】

曲
に
お
い
て
、「
青
塚
」（
王
昭
君
の
墓
の
呼
称
）
や
「
琵
琶
声
断
黒
江
秋
」（
琵
琶
の
音
は
黒
龍
江
の
秋
に
消
え
る
）
な
ど
と
、
そ
の
後
の
展
開
を
先
取

り
し
た
語
句
が
見
ら
れ
る
。

（
14
）
阿
部
泰
記
編
著
『
中
国
歴
代
「
王
昭
君
」
故
事
（
日
本
語
版
）』（
阿
部
泰
記
、
二
〇
二
三
年
）
を
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　

お
わ
り
に
―
―
重
層
的
な
悲
劇

　

元
雑
劇
「
漢
宮
秋
」
で
は
、
第
三
折
の
最
後
の
単
于
の
よ
う
に
、
劇
中
人
物
が
あ
た
か
も
王
昭
君
伝
説
を
知
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
不

思
議
な
表
現
が
見
ら
れ
る
。
王
昭
君
を
め
ぐ
る
伝
説
が
あ
ま
り
に
有
名
で
あ
っ
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
が
、
劇
中
で
起
こ
る
出
来
事
の
す

べ
て
が
終
わ
り
、
そ
の
顛
末
を
知
っ
て
い
る
者
の
視
点
を
、
劇
中
人
物
ま
で
が
共
有
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る）

13
（

。
し
か
し
、
曲
詞
に

よ
る
抒
情
に
力
を
注
い
だ
本
劇
に
お
い
て
、
細
部
の
整
合
性
を
求
め
る
の
は
無
粋
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

王
昭
君
に
つ
い
て
は
、
伝
説
が
生
ま
れ
た
だ
け
で
な
く
、
六
朝
以
来
、
数
多
く
の
詩
が
作
ら
れ
た
。
唐
宋
の
詩
人
た
ち
は
、
と
き
に
は

自
ら
の
左
遷
な
ど
の
境
遇
を
王
昭
君
と
重
ね
つ
つ
、
故
事
に
対
す
る
自
ら
の
感
慨
や
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
元
雑
劇
「
漢
宮
秋
」
に
は
そ

の
よ
う
な
歴
代
の
詩
の
蓄
積
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
最
後
に
唐
詩
の
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
、
本
劇
が
歴
代
の
詩

の
意
境
を
継
承
し
て
い
る
可
能
性
を
示
し
て
お
き
た
い）

14
（

。

　

ま
ず
、
盧
照
鄰
「
王
昭
君
」
の
後
半
を
見
て
み
よ
う
。
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漢
宮
草
応
緑
、
胡
庭
沙
正
飛
。

　

願
逐
三
秋
雁
、
年
年
一
度
帰
。

　
「
漢
宮
に
は
緑
の
草
が
し
げ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
胡
庭
で
は
砂
が
舞
い
飛
ん
で
い
る
。
で
き
る
こ
と
な
ら
秋
の
雁
を
追
い
か
け
て
毎

年
一
度
帰
り
た
い
」。
作
者
は
王
昭
君
の
気
持
ち
を
代
弁
し
て
、
雁
と
と
も
に
故
国
に
帰
り
た
い
と
言
う
の
で
あ
る
。

　

次
は
白
居
易
「
昭
君
怨
」
で
あ
る
。

　

明
妃
風
貌
最
娉
婷
、
合
在
椒
房
応
四
星
。

　

只
得
当
年
備
宮
掖
、
何
曾
専
夜
奉
幃
屏
。

　

見
疎
従
道
迷
図
画
、
知
屈
那
教
配
虜
庭
。

　

自
是
君
恩
薄
如
紙
、
不
須
一
向
恨
丹
青
。

　

前
半
で
は
、
明
妃
（
＝
王
昭
君
）
は
宮
中
で
も
も
っ
と
も
美
し
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
皇
帝
に
召
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
こ
と
を

述
べ
る
。
後
半
は
、
皇
帝
と
疎
遠
で
あ
っ
た
の
が
絵
図
の
せ
い
な
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
に
匈
奴
に
嫁
が
せ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
は
ず
で
、
君
恩
な
ど
は
紙
の
よ
う
に
薄
い
の
だ
か
ら
、
絵
師
だ
け
を
恨
む
こ
と
は
な
い
、
と
元
帝
を
批
判
す
る
と
こ
ろ
が
特
徴

的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
詩
は
ほ
か
に
も
あ
る
。

　

徐
夤
「
明
妃
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

不
用
牽
心
恨
画
工
、
帝
家
無
策
及
辺
戎
。

　

香
魂
若
得
昇
明
月
、
夜
夜
還
応
照
漢
宮
。

　

こ
の
詩
の
大
意
は
、「
い
つ
ま
で
も
絵
師
を
恨
む
こ
と
は
な
い
、
君
主
が
無
策
だ
か
ら
国
境
を
侵
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。
昭
君
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（
15
）「
明
妃
曲
」
二
首
は
内
容
的
に
は
元
雑
劇
「
漢
宮
秋
」
と
は
か
け
離
れ
る
が
、
や
は
り
「
漢
宮
」「
丹
青
」「
鴻
雁
」「
琵
琶
」「
飛
鴻
」
そ
し
て
「
毛

延
寿
」
と
い
っ
た
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
16
）
劉
小
梅
前
掲
書
（
注
５
）、
一
六
一
頁
。

の
魂
が
も
し
も
明
月
に
ま
で
昇
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
毎
晩
き
っ
と
ま
た
漢
宮
を
照
ら
す
こ
と
だ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
や
は

り
皇
帝
に
責
任
を
帰
し
、
そ
れ
で
も
昭
君
の
漢
宮
へ
の
思
い
は
絶
え
る
こ
と
は
な
い
と
す
る
。「
照
漢
宮
」
と
い
う
の
は
、
王
昭
君
の
輝

く
よ
う
な
美
し
さ
が
「
豊
容
靚
飾
、
光
明
漢
宮
」（『
後
漢
書
』「
南
匈
奴
列
伝
」）
と
形
容
さ
れ
て
い
た
の
を
踏
ま
え
た
表
現
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
唐
代
に
は
す
で
に
、
漢
朝
の
「
無
策
」
か
ら
起
き
た
悲
劇
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
元
雑
劇
「
漢
宮

秋
」
の
朝
廷
に
お
け
る
元
帝
と
臣
下
た
ち
の
ふ
る
ま
い
は
、
こ
う
し
た
過
去
の
作
品
に
よ
っ
て
醸
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
、
詩
で
は
免
責
さ
れ
て
い
る
毛
延
寿
が
、
雑
劇
で
は
す
べ
て
の
責
任
を
負
っ
て
処
刑
さ
れ
る
と
い
う
転
換
を
見
せ
て
い
る
の
は
興
味
深

い
。

　

王
昭
君
に
対
す
る
詩
人
た
ち
の
思
い
は
多
様
で
あ
る
が
、
詩
の
な
か
に
は
「
漢
宮
」「
雁
」「
琵
琶
」
な
ど
の
語
が
頻
出
す
る
。
宋
代
に

は
王
安
石
の
「
明
妃
曲
」
其
二
の
よ
う
に
「
漢
恩
自
浅
胡
自
深
、
人
生
楽
在
相
知
心
」（
漢
の
恩
は
浅
く
胡
の
恩
は
深
い
、
生
き
て
い
て

楽
し
い
の
は
わ
か
っ
て
く
れ
る
人
の
心
）
と
、
匈
奴
の
生
活
を
肯
定
的
に
と
ら
え
る
詩
も
登
場
す
る）

15
（

。

　

も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
詩
は
、
王
昭
君
が
匈
奴
で
単
于
の
妃
と
な
っ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
元
雑
劇
「
漢
宮
秋
」
の

曲
詞
に
は
、
歴
代
の
王
昭
君
に
ま
つ
わ
る
詩
と
そ
こ
で
用
い
ら
れ
た
詩
語
が
重
層
的
に
反
響
し
、
こ
の
悲
劇
を
一
篇
の
「
抒
情
詩
劇
」
）
16
（

と

し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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Lonely Powerless Emperor: An Essay on the Yuan Drama 
Hangong qiu   漢宮秋

HIROSE Reiko

Hangong qiu（Autumn in the Han Palace）漢宮秋 is one of the most famous 

pieces of Yuan drama, placed at the opening of Yuanqu xuan（Selection of Yuan 

Plays）元曲選 compiled in the Ming dynasty. It is based on the legend of Wang 

Zhaojun王昭君, a court lady of the Han dynasty who was forced to marry the khan 

of Xiongnu匈奴. 

According to the formal historical records, Wang Zhaojun did marry the khan 

and had children with him, although nobody knows whether she was happy. How-

ever, among the people, the marriage with the barbarian king of the northern land 

was often regarded as a great tragedy and brought about a variety of literature, 

including poetry, prose, and storytelling. Hangong qiu, in the form of drama, made 

the story more tragic. 

The author makes a comparative interpretation of this story and points out 

the originality of Hangong qiu. Compared with the legends before this drama, 

Mao Yanshou 毛延寿 in this play is portrayed as a much worse machiavellian who 

manipulates the mind of a mediocre and weak-minded emperor, Yuandi 元帝and 

made his attention away from political matters. Eventually, Mao puts a period on a 

happy short love affair with Yuandi and Wang Zhaojun and finally drives Zhaojun 

to commit suicide at the border of Han and the barbarian land. 

The protagonist of this drama is the emperor Yuandi. As the leading role, he 

sings all the arias, fully expressing his sentiment, but he cannot take any action. 

ii



The most touching lyrics are in the Act 4, the scene after the departure of Wang 

Zhaojun to the northern land. In this scene, Yuandi is alone in the palace at night 

and suddenly hears a goose honk. A migrating goose who travels a long way, ex-

hausted and lonely, effectively reflects the image of Wang Zhaojun. It makes Yuan-

di feel he is also similar to the honking goose. The utmost status of the emperor 

even more highlights his loneliness and powerlessness. Then, the drama comes 

to an end with a sad resonance. The author concludes that Hangong qiu enhanced 

the tragic theme by positioning the emperor as the sentimental protagonist, con-

trasting with the villain Mao.

iii
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