
漠
上
の
高
適
（
下
）

川

口

喜

治

 
 
 
 
 
ユ
 

 
前
癌
上
篇
に
お
い
て
は
、
高
適
の
紙
上
別
業
寓
居
に
つ
い
て
、
先
行
諸
説
を
比

較
検
討
し
且
つ
唐
代
史
研
究
の
成
果
を
取
り
入
れ
、
漠
上
の
別
業
の
位
置
、
別
業

経
営
の
様
相
、
謹
上
寓
居
の
時
期
、
潮
上
と
い
う
土
地
を
選
択
し
た
理
由
に
つ
い

て
考
察
し
た
。

 
本
稿
下
篇
に
お
い
て
は
、
前
稿
の
考
察
結
果
を
ふ
ま
え
て
、
漠
上
寓
居
時
期
に

制
作
さ
れ
た
作
品
群
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
ま
た
本
稿
で
は
、
特
に
漠
上
寓
居
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

い
う
伝
記
的
位
相
に
留
意
し
な
が
ら
、
諸
作
品
を
検
討
し
て
ゆ
く
。

（一

j

 
ま
ず
は
じ
め
に
、
高
見
の
漠
上
寓
居
前
後
の
足
取
り
に
つ
い
て
、
中
央
政
界
の

状
況
と
絡
め
つ
つ
、
前
稿
の
考
察
結
果
を
略
述
す
る
。

 
高
倉
は
第
一
次
葡
北
行
を
終
え
た
あ
と
、
開
元
二
三
年
に
長
安
に
赴
き
制
科
を

受
験
す
る
も
落
第
し
、
そ
の
年
あ
る
い
は
翌
年
か
ら
面
上
の
別
業
に
寓
居
し
始
め

る
。
前
稿
に
お
い
て
は
、
高
適
が
第
一
次
葡
北
行
（
こ
の
旅
程
に
お
い
て
制
科
受

験
の
た
め
の
有
力
者
に
よ
る
推
薦
を
受
け
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
）
を
終
え
て
長

安
応
試
に
赴
い
た
の
は
、
開
元
十
九
年
に
高
光
庭
の
建
言
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た

循
資
格
が
、
彼
の
死
に
よ
っ
て
二
一
年
に
廃
止
さ
れ
た
こ
と
に
関
連
す
る
と
し
た
。

循
資
格
の
制
度
は
才
能
あ
る
者
の
抜
擢
を
阻
む
も
の
で
、
そ
れ
は
継
嗣
の
よ
う
に

門
地
が
低
く
政
界
の
有
力
者
と
つ
な
が
り
が
薄
い
科
挙
受
験
者
に
は
不
利
で
あ
り
、

従
っ
て
そ
の
中
止
は
、
科
挙
受
験
者
に
有
利
な
状
況
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
高
適
は
こ
の
状
況
を
見
て
葡
北
行
を
終
え
、
長
安
応
試
に
赴
く
が
、
結
果

は
落
第
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の
後
、
中
央
政
界
の
情
勢
は
、
二
四
年
に
は
科
挙
官

僚
グ
ル
ー
プ
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
張
九
齢
が
李
朝
甫
に
よ
っ
て
宰
相
の
座
か
ら

追
い
落
と
さ
れ
、
翌
二
五
年
か
ら
は
李
林
甫
の
専
権
が
始
ま
る
な
ど
、
再
び
科
挙

受
験
者
に
は
不
利
な
方
向
に
動
き
出
す
。
高
曇
は
こ
れ
を
見
て
、
漠
上
の
別
業
に

い
わ
ば
隠
棲
の
よ
う
な
か
た
ち
で
寓
居
し
始
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
漠
上
が

王
侯
・
貴
族
・
高
級
官
僚
な
ど
の
有
力
者
と
の
交
遊
機
会
が
多
い
土
地
で
あ
る
こ

と
を
考
え
る
と
、
高
適
は
、
別
業
寓
居
時
期
に
も
政
界
の
有
力
者
へ
の
パ
イ
プ
や

科
挙
受
験
の
た
め
の
推
薦
を
求
め
て
活
動
を
続
け
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

 
科
挙
落
第
の
失
意
や
不
利
に
動
く
中
央
政
界
の
状
況
を
背
景
と
し
た
隠
逸
的
行

動
と
持
続
す
る
仕
官
へ
の
意
志
と
が
交
錯
し
て
い
る
、
こ
れ
が
二
上
寓
居
時
期
で

あ
り
、
結
論
を
先
に
述
べ
た
よ
う
で
も
あ
る
が
、
以
下
、
こ
の
よ
う
な
相
か
ら
こ

の
時
期
の
作
品
を
分
析
し
て
ゆ
き
た
い
。

（
二
）

 
ま
ず
「
如
上
酬
醇
三
質
量
寄
郭
少
府
」
（
七
一
頁
・
五
言
古
詩
）

 
 
 
ヨ
 

掲
げ
る
。

 
 
瓢
翻
心
州
縣
 
 
瓢
翻
と
し
て
州
縣
に
織
し

 
 
這
逓
朝
湿
誰
 
 
這
遽
と
し
て
言
誰
限
ら
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み

 
 
東
馳
前
夕
丘
 
 
東
に
馳
せ
て
貝
丘
を
砂

の
終
結
部
分
を
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西
盛
彌
號
略

漠
水
徒
自
流

浮
雲
不
堪
託

吾
謀
適
可
用

天
路
量
蓼
廓

不
三
月
山
田

一
身
與
耕
墾

且
欲
同
鵯
鶉

焉
能
志
荘
重

引
用
し
た
は
じ
め
の
四
句
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 

れ
そ
れ
號
略
と
貝
丘
と
で
官
吏
を
し
て
い
る
こ
と
を
い
う
。

際
に
そ
の
二
人
に
会
っ
た
の
で
は
な
く
、

と
を
述
べ
た
と
解
釈
す
る
。

の
気
持
ち
だ
け
で
は
な
く
仕
官
の
取
り
な
し
へ
の
願
い
が
当
然
そ
こ
に
含
ま
れ
よ

う
）
を
醇
・
郭
二
人
に
届
け
よ
う
と
す
る
も
、
詩
人
と
っ
て
は
、
そ
れ
を
託
す
こ

と
を
あ
て
に
で
き
な
い
「
漠
水
」
「
浮
雲
」
が
存
在
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
こ
と
、

つ
ま
り
自
己
の
真
の
思
い
を
伝
え
難
い
さ
ま
を
う
た
う
。
ま
た
「
漠
水
」
は
自
分

を
取
り
残
し
て
流
れ
去
っ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
り
、
無
為
に
流
れ
去
る
時
間
の
象
徴

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
6
）

で
も
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
諸
注
釈
は
説
か
な
い
が
、
有
名
な
『
論
語
』
子

牢
篇
「
子
在
川
上
日
、
逝
者
如
斯
夫
。
不
舎
書
面
。
」
を
典
故
と
し
て
い
る
と
考
え

て
よ
か
ろ
う
。
「
浮
雲
」
は
、
や
は
り
諸
注
釈
は
説
か
な
い
が
、
同
じ
く
『
論
語
』

述
而
篇
「
子
日
、
…
…
不
義
而
富
緑
野
、
今
我
如
浮
雲
。
」
を
典
故
と
し
て
い
る
は

ず
で
あ
り
、
自
分
と
は
遠
く
離
れ
た
あ
て
の
な
い
も
の
と
し
て
存
在
す
る
。
か
く

自
分
の
・
1
0
意
を
伝
え
て
く
れ
ず
、
自
分
を
置
き
去
り
に
す
る
水
流
と
浮
雲
、
そ
の

描
写
の
裏
に
は
、
醇
・
郭
の
よ
う
に
官
吏
た
り
得
ず
、
布
衣
と
し
て
取
り
残
さ
れ

た
高
適
の
孤
独
・
焦
燥
あ
る
い
は
伍
泥
た
る
思
い
が
託
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

 
次
に
「
吾
謀
」
の
句
で
あ
る
が
、
こ
こ
の
「
謀
」
は
優
れ
た
政
策
を
漠
然
と
指

 
 
 
 
 
 
 
 
お
よ

西
に
顧
み
て
號
略
に
彌
ぶ

 
 
 
い
た
づ
ら

漠
水
溶
自
に
流
れ

浮
雲
 
託
す
る
に
堪
え
ず

 
 
 
 
ま
さ

吾
が
謀
適
に
用
い
ら
る
可
け
れ
ば

天
路
 
豊
に
 
蓼
廓
た
ら
ん
や

然
ら
ざ
れ
ば
山
田
を
買
い

 
 
 
 
 
あ
ず
か

一
身
 
耕
墾
に
與
ら
ん

且
つ
鵤
鶉
と
同
じ
か
ら
ん
と
欲
す

焉
く
ん
ぞ
能
く
鴻
鶴
を
志
さ
ん
や

 
 
 
前
事
で
述
べ
た
よ
う
に
、
醇
拠
と
郭
少
府
と
が
そ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
・
四
句
目
は
、
実

 
 
 
 
 
 
 
会
い
た
い
気
持
ち
が
つ
の
っ
て
い
る
こ

 
 
そ
し
て
五
・
六
句
目
、
自
分
の
心
意
（
単
な
る
失
意

 
 
 
 
 
 
（
5
）

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
、
こ
の
句
を
「
吾
が
謀
 
適

に
用
い
ら
る
可
し
」
（
私
に
は
天
子
に
採
用
さ
れ
る
だ
け
の
政
策
が
あ
る
）
と
読

み
、
次
の
句
に
つ
な
げ
、
だ
か
ら
「
天
路
（
官
途
）
」
は
遠
く
な
い
と
解
釈
す
る
こ

と
も
あ
る
い
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
直
前
の
不
遇
感
を
強
く
断
ち
切
る
態
度
は
、
高

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

適
詩
の
特
徴
に
も
符
合
す
る
。
し
か
し
繰
り
返
す
が
、
開
元
二
三
年
の
制
科
落
第

後
ま
も
な
く
に
漠
上
に
寓
居
し
た
と
い
う
伝
記
的
背
景
を
踏
ま
え
た
場
合
、
こ
こ

の
「
吾
謀
」
は
、
諸
注
釈
は
説
か
な
い
が
、
ま
さ
し
く
そ
の
制
科
に
お
い
て
採
用

さ
れ
な
か
っ
た
（
不
合
格
と
な
っ
た
）
高
適
の
対
策
（
答
案
）
を
指
し
て
い
る
と

私
は
考
え
る
。
そ
し
て
こ
の
句
を
仮
定
形
と
し
て
「
も
し
私
の
対
策
が
採
用
さ
れ

て
い
た
な
ら
ば
」
（
或
い
は
「
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
私
の
対
策
が
将
来
認
め
ら
れ
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
8
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
9
）

な
ら
ば
」
）
と
解
釈
し
て
み
た
い
。
周
知
の
如
く
、
鄭
重
は
、
天
子
の
臨
時
の
親
試

と
い
う
か
た
ち
で
広
く
人
材
を
求
め
、
時
事
問
題
の
テ
～
マ
を
与
え
て
、
対
策
（
意

見
書
）
を
書
か
せ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
豆
科
で
は
合
格
配
す
ぐ
に
任
官
す
る

場
合
も
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
こ
の
こ
句
に
は
、
合
格
さ
え
し
て
い
れ
ば
即

仕
官
が
か
な
っ
て
お
り
、
醇
・
郭
と
同
じ
立
場
に
い
た
と
い
う
悔
し
さ
も
読
み
と

る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

 
「
白
骨
鶉
」
は
『
荘
子
』
適
雄
心
篇
に
天
下
を
譲
ろ
う
と
し
た
尭
に
対
す
る
許

由
の
返
答
に
「
鵤
鶉
巣
於
深
林
、
不
言
一
枝
、
優
鼠
飲
河
、
重
過
漏
腹
。
」
と
あ
る

の
に
拠
り
、
「
面
詰
（
ミ
ソ
サ
ザ
イ
と
い
う
小
鳥
）
」
の
如
く
自
己
の
分
に
安
ん
ず

る
こ
と
を
言
う
。
そ
し
て
前
句
、
お
お
と
り
の
如
く
羽
ば
た
く
こ
と
を
諦
め
る
。

こ
の
よ
う
な
諦
観
の
表
現
は
、
将
来
に
対
す
る
楽
観
的
・
意
志
的
態
度
を
そ
の
特

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
0
）

徴
と
す
る
高
倉
詩
に
お
い
て
稀
で
あ
り
、
そ
れ
故
逆
に
こ
の
時
期
の
（
特
に
こ
の

詩
は
漠
上
到
着
在
す
ぐ
の
作
品
と
考
え
ら
れ
）
失
意
の
大
き
さ
を
見
て
取
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。

 
次
に
、
「
忍
男
八
」
（
五
八
頁
・
五
言
律
詩
）
と
い
う
送
別
詩
を
掲
げ
る
。

 
 
更
沽
漠
上
酒
 
 
更
に
野
上
の
酒
を
沽
い

 
 
還
浸
漬
前
舟
 
 
還
た
騨
前
の
舟
を
涯
ぶ
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漠上の高適（下）

爲
惜
故
人
去

復
憐
噺
馬
愁

雲
山
行
庭
合

風
雨
興
中
秋

北
路
無
知
己

明
珠
莫
暗
投

首
聯
・
頷
聯
の
情
景
は
解
釈
し
に
く
い
が
、

「
騨
」
は
官
人
の
た
め
の
施
設
で
あ
り
、

す
る
と
こ
こ
は
衛
士
の
官
人
が
魏
八
の
た
め
に
二
上
の
水

宴
を
は
っ
た
と
考
え
ら
れ
、

は
そ
れ
を
岸
で
送
る
官
人
た
ち
の
乗
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

の
送
別
の
宴
に
連
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

己
無
く
ん
ば
、
明
六

三
）
郷
陽
列
傳
の
「
臣
聞
明
月
之
珠
・
夜
光
之
壁
、

按
剣
相
晒
者
。
何
則
、
無
因
而
至
前
賢
。
」
を
典
故
と
し
て
い
る
が
、

な
た
の
向
か
う
北
方
に
あ
な
た
の
才
能
を
本
当
に
理
解
し
て
く
れ
る
人
が
い
な
け

れ
ば
、
明
麗
を
暗
闇
に
投
げ
る
よ
う
に
そ
の
才
能
を
安
売
り
し
て
は
い
け
ま
せ
ん

よ
。
」
と
い
う
ふ
う
な
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
こ
に
は
前
稿
で
も
述
べ
た
よ
う

に
、
漠
上
寓
居
直
前
の
第
一
次
葡
北
行
・
制
科
受
験
に
お
い
て
仕
官
を
遂
げ
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
失
意
の
経
験
が
ふ
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
り

わ
け
育
苗
の
行
く
先
が
高
畠
の
旅
し
た
「
北
路
」
で
あ
り
、
ま
た
、
高
適
の
送
別

詩
の
特
徴
が
旅
立
つ
者
の
将
来
の
幸
福
・
成
功
に
言
及
し
て
友
情
の
こ
も
っ
た
激

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
2
）

励
を
す
る
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
こ
は
正
反
対
の
慎
重
な
言
葉
で
あ
る
こ

と
を
考
え
る
と
、
こ
の
二
句
は
単
な
る
軽
々
し
い
挨
拶
と
し
て
読
む
こ
と
は
で
き

ま
い
。

 
次
に
「
面
上
別
業
」
（
五
七
頁
・
五
律
）
を
掲
げ
る
。

 
 
依
依
西
山
下
 
 
依
依
た
り
 
西
山
の
下

爲
に
故
人
の
去
る
を
惜
し
み

復
た
噺
馬
の
愁
う
る
を
憐
れ
む

雲
山
 
行
庭
に
合
し

風
雨
 
興
中
に
秋
な
り

北
路
 
知
己
無
く
ん
ば

明
珠
 
暗
投
ず
る
莫
か
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
試
み
に
私
釈
を
述
べ
て
み
る
。
ま
ず

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
陸
駅
・
水
駅
・
水
陸
兼
駅
が
あ
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
陸
墨
）
駅
で
送
別
の

 
 
「
舟
」
は
魏
八
を
乗
せ
て
去
っ
て
ゆ
く
も
の
、
「
貸
馬
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
高
倉
は
そ
の
官
人
主
宰

 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
て
問
題
は
尾
聯
の
「
北
路
 
知

暗
投
ず
る
莫
か
れ
。
」
で
あ
る
。
下
句
は
『
史
記
』
（
巻
八

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
倉
皇
島
人
於
道
路
、
人
質
不

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
こ
で
は
「
あ

 
 
別
業
桑
林
邊

 
 
庭
鴨
喜
多
雨

 
 
隣
難
知
暮
天

 
 
野
人
種
秋
菜

 
 
古
老
開
原
田

 
 
且
向
世
情
遠

 
 
吾
今
珈
自
然

中
間
二
聯
に
は
、

掻古野隣庭別ら

老人難鴨業
障
林
の
多

雨
多
き
を
喜
び

天
暮
る
る
を
知
る

秋
菜
を
種
え

原
田
を
開
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
且
く
世
情
と
遠
ざ
か
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
吾
 
今
 
珈
か
自
然
た
ら
ん

 
 
 
 
 
 
 
漠
上
の
秋
の
田
園
風
景
が
穏
や
か
に
描
か
れ
て
い
る
。
別
業
の

庭
の
鴨
や
隣
の
鶏
を
描
く
頷
聯
は
、
人
間
に
身
近
な
動
物
の
様
子
を
さ
り
気
な
く

描
写
し
て
い
る
。
こ
の
描
写
は
、
辺
塞
詩
人
と
し
て
評
価
さ
れ
る
最
適
作
品
の
自

然
描
写
が
、
往
々
に
し
て
人
間
と
対
立
す
る
も
の
、
厳
し
い
も
の
、
或
い
は
少
な

く
と
も
人
間
に
身
近
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で
、
特
異
で
あ
る
と
言
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。
一
首
の
基
調
は
「
世
情
と
遠
ざ
か
り
」
「
依
依
」
と
し
て
離
れ
難
い
「
別

業
」
に
お
け
る
「
自
然
」
と
し
た
隠
逸
的
雰
囲
気
で
あ
り
、
ま
た
、
高
適
自
身
が

頸
聯
の
農
作
業
を
す
る
「
野
人
（
城
外
に
住
む
農
民
）
」
「
古
老
（
老
人
）
」
に
同
化

し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

 
さ
て
、
そ
の
人
生
の
約
六
分
の
五
を
布
衣
の
ま
ま
で
過
ご
し
た
中
に
あ
っ
て
、

高
息
は
不
遇
の
悲
哀
を
隠
逸
的
興
趣
に
浸
り
き
る
こ
と
で
解
消
す
る
こ
と
は
ほ
と

ん
ど
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
常
に
「
世
情
」
と
近
し
か
っ
た
、
と
言
っ
て
も
よ

い
。
そ
し
て
、
高
適
詩
に
お
い
て
稀
と
も
言
う
べ
き
穏
や
か
な
隠
逸
的
雰
囲
気
に

満
ち
る
作
品
が
こ
の
時
期
に
作
ら
れ
た
の
は
、
漠
上
寓
居
直
前
の
科
挙
落
第
と
不

利
に
動
い
て
ゆ
く
中
央
政
界
の
状
況
と
が
詩
人
に
対
し
て
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与

え
て
お
り
、
か
え
っ
て
そ
れ
が
適
適
に
（
高
適
に
と
っ
て
の
）
新
し
い
世
界
を
捉

え
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
こ
の
作
品
は
前
掲
「
漠
上

酬
」
詩
と
同
様
に
漠
上
寓
居
直
後
の
作
品
と
考
え
ら
れ
、
本
詩
の
尾
聯
と
「
漠
上

酬
」
詩
末
四
句
は
、
そ
の
よ
う
な
背
景
に
お
け
る
隠
逸
宣
言
と
、
と
り
あ
え
ず
考

え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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（
三
）

 
で
は
次
に
、

察
し
て
み
る
。

 
ま
ず
「
酬
亡
八
雪
中
見
寄
」

漢
画
寓
居
時
期
に
お
け
る
高
嶺
の
交
遊
に
注
目
し
て
諸
作
品
を
考

 
 
季
冬
憶
砂
上

 
 
落
日
蹄
山
奨

 
 
奮
宅
帯
流
水

 
 
平
田
臨
古
村

 
 
雪
中
学
漫
信

 
 
酢
裏
山
衡
門

 
 
果
得
希
代
寳

 
 
絨
之
風
潮
論

首
聯
に
つ
い
て
、

醇雪平薔落筆
胴中田宅孟冬

（
五
九
頁
・
五
律
）

呈
上
を
憶
い

山
登
に
刷
る

流
水
を
帯
び

古
村
に
臨
む

下
髪
を
望
み

海
門
を
開
く

を
掲
げ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
〈
孫
〉
年
譜
は
、

し
す
ぐ
に
帰
っ
た
時
の
作
と
し
て
い
る
。

に
系
年
す
る
年
譜
と
し
て
は
、

の
「
蹄
山
奨
」
に
つ
い
て
の
説
明
は
な
い
。

至
り
、
そ
の
後
宋
州
楚
丘
県
（
山
東
省
電
蓄
東
南
）
・
撲
州
撲
陽
県
（
河
南
省
雷
電

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
4
）

県
南
）
を
訪
れ
、
同
年
冬
に
漠
上
へ
帰
っ
た
時
の
作
と
し
て
い
る
。
〈
劉
〉
に
言

う
足
取
り
に
つ
い
て
は
い
ま
は
措
く
と
し
て
、
〈
孫
V
〈
劉
〉
の
指
摘
す
る
よ
う

に
、
漠
上
寓
居
時
期
に
一
時
何
か
の
理
由
で
指
扇
を
離
れ
、
戻
っ
て
き
た
と
き
の

作
品
で
あ
る
と
し
て
よ
か
ろ
う
。

 
ま
ず
詩
題
の
「
衛
八
」
は
、
前
癌
で
述
べ
た
よ
う
に
、
杜
甫
の
「
贈
衛
八
庭
士
」

の
衛
八
と
同
人
物
で
あ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
も
し
そ
れ
に
従
う
な
ら

ば
、
杜
甫
詩
の
制
作
時
期
が
高
望
詩
よ
り
後
の
乾
元
二
年
目
七
五
九
）
雲
州
（
治

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
5
）

河
東
県
。
山
西
省
永
生
県
の
西
）
で
の
作
品
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
高
卑
詩

の
制
作
時
に
お
い
て
も
衛
八
は
当
然
処
士
つ
ま
り
官
に
就
い
た
経
験
が
な
い
こ
と

果
し
て
希
代
の
寳
を
得
た
り

 
 
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
ん

之
を
絨
つ
る
こ
と
那
ぞ
論
ず
可
け
ん
や

 
 
（
1
3
）

 
 
 
 
 
漠
上
寓
居
中
の
開
元
二
四
年
冬
、
一
時
出
遊

 
 
 
 
 
 
 
そ
の
ほ
か
こ
の
作
品
を
聖
上
寓
居
時
期

 
 
 
〈
周
〉
が
開
元
二
九
年
に
編
年
す
る
が
、
二
句
目

 
 
 
 
 
 
 
 
〈
劉
〉
は
、
天
宝
二
軍
秋
に
漠
上
に

 
 
（
1
6
）

に
な
り
、
高
適
と
境
遇
を
等
し
く
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
「
酬
衛
八
雪
中

見
寄
」
と
の
ち
に
引
用
す
る
同
時
期
の
「
同
衛
八
題
陸
少
府
書
齋
」
と
い
う
二
つ

の
詩
題
に
お
い
て
、
「
衛
八
」
に
官
吏
の
称
号
が
付
せ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら

も
、
衛
八
に
官
吏
経
験
が
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。

 
さ
て
作
品
は
、
後
半
二
聯
、
「
來
信
（
や
っ
て
来
た
使
者
）
を
望
み
」
↓
「
衡
門

を
開
く
」
↓
「
果
し
て
～
得
た
り
」
と
、
待
ち
望
ん
で
い
た
衛
八
か
ら
の
詩
（
書

信
と
共
に
届
け
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
）
を
「
果
し
て
（
期
待
通
り
に
）
」
受
け
取
る

ま
で
の
興
奮
や
喜
び
が
見
事
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
衡
門
（
粗
末
な
門
つ

ま
り
あ
ば
ら
屋
）
」
で
の
「
醇
裏
」
は
雪
見
酒
と
い
う
洒
落
た
も
の
で
は
決
し
て
な

く
錆
憂
の
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
を
考
慮
す
る
と
喜
び
は
よ
り
一
層
大
き
な
も

の
だ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
衛
八
が
寄
せ
た
詩
は
遺
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
詩

を
「
絨
つ
る
（
大
切
に
保
管
す
る
）
」
こ
と
が
当
然
な
「
希
代
の
寳
」
と
い
う
は
、

勿
論
友
情
の
表
現
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
そ
こ
に
は
高
適
を
か
く
興
奮
さ

せ
る
だ
け
の
内
容
が
あ
っ
た
と
推
測
す
る
。
薄
身
を
別
業
に
戻
ら
せ
た
の
は
、
そ

の
内
容
に
か
か
わ
る
と
も
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
後
で
論
ず
る
。

 
次
に
「
酬
陸
墨
府
」
（
五
九
頁
・
五
古
）
を
掲
げ
る
。

 
1
朝
臨
監
水
盤
 
 
朝
に
野
水
の
岸
に
臨
み

 
2
還
望
異
人
邑
 
 
還
た
挙
人
の
邑
を
望
む

 
3
別
意
在
山
阿
 
 
別
意
 
山
里
に
在
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
原
限
に
背
く

4
征
途
洗
鯉
限

5
梢
五
聖
村
口

6
唯
見
蒋
蓬
入

7
水
吾
人
去
遅

8
霜
天
雁
飛
騨

9
三
鷹
不
遠
別

10

я
据
H
未
及

11

~
濟
川
上
舟

征
途

し
ょ
う
し
ょ
う
 
 
 
 
 
 
 
す
す

梢
梢
に
村
口
に
前
め
ば

唯
縛
蓬
の
入
る
を
見
る

 
 
 
 
 
ゆ

水
渚
 
人
の
広
く
こ
と
遅
く

霜
天
 
雁
の
飛
ぶ
こ
と
急
な
り

固
よ
り
鷹
に
遠
別
な
ら
ざ
る
べ
し

と
も與

に
す
る
と
こ
ろ
 
路
 
未
だ
及
ば
ず

川
上
の
舟
を
濟
さ
ん
と
欲
す
れ
ど
も
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上の高適（下）

 
1
2
相
思
空
停
立
 
 
相
思
い
て
空
し
く
停
立
す

入
声
韻
の
古
詩
で
あ
る
。
前
稿
で
も
述
べ
た
よ
う
に
二
句
目
の
「
画
人
の
邑
」
は

衛
県
。
〈
孫
〉
は
開
元
二
四
の
秋
の
終
わ
り
か
ら
冬
の
は
じ
め
頃
に
漠
上
か
ら
出

遊
し
た
と
き
の
作
と
し
、
〈
周
〉
は
天
宝
元
年
の
秋
に
、
〈
劉
V
は
天
宝
五
載
秋

に
、
漠
上
を
離
れ
て
滑
台
（
滑
州
治
所
・
白
馬
県
の
州
城
）
へ
赴
む
い
た
時
の
作

 
 
（
1
7
）

と
す
る
。
高
適
が
漠
上
か
ら
離
れ
る
時
、
詩
題
の
「
祭
具
府
」
に
与
え
た
留
別
の

作
と
見
倣
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
陸
六
府
は
、
二
句
目
に
「
衛
人
の
邑
」
と
あ
る

こ
と
と
、
十
句
目
、
高
適
が
「
路
（
官
途
）
」
を
「
未
だ
及
ば
ず
（
と
も
に
あ
ゆ
め

な
い
）
」
人
物
と
表
現
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
す
れ
ば
、
衛
県
の
現
役
の
「
少
府

（
尉
）
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。
三
句
目
「
最
多
（
山
の
く
ま
）
」
は

 
 
 
 
（
1
8
）

別
れ
の
場
所
、
四
句
目
「
征
途
」
は
高
等
の
進
む
路
。
六
句
目
「
韓
蓬
」
は
詩
人

の
象
徴
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
九
・
十
句
目
は
、
陸
謡
言
と
の
別
れ
が
「
遠
別
」

で
は
な
い
、
つ
ま
り
二
人
を
隔
て
る
地
理
的
距
離
は
遠
く
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

二
人
の
境
遇
は
官
吏
と
布
衣
と
で
天
と
地
の
如
く
離
れ
て
い
る
こ
と
を
言
う
の
だ

ろ
う
。
ま
た
、
十
一
句
目
は
、
現
実
的
に
は
高
言
が
漠
水
を
舟
で
渡
っ
て
ゆ
く
の

で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
句
が
『
尚
書
』
商
書
・
君
命
上
に
あ
る
宰
相
再
説
へ
の
高
宗

武
丁
の
こ
と
ば
「
愛
立
盛
相
、
王
置
諸
其
左
右
。
命
之
日
、
朝
夕
納
誇
、
以
輔
台

徳
。
若
金
、
用
益
作
礪
、
若
濟
巨
川
、
用
写
譜
舟
揖
。
」
を
典
拠
と
し
、
ま
た
「
濟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
9
）

川
」
が
帝
王
を
補
佐
す
る
（
こ
こ
で
は
官
吏
と
な
る
）
こ
と
の
比
喩
で
あ
る
と
す

る
な
ら
ば
、
十
二
句
目
は
、
高
適
の
陸
に
対
す
る
思
い
と
と
も
に
、
詩
人
が
「
停

 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

立
」
し
た
ま
ま
「
濟
川
」
し
な
い
、
つ
ま
り
帝
王
の
補
佐
が
か
な
わ
な
い
状
況
に

在
る
こ
と
を
う
た
っ
て
い
る
と
も
読
め
る
。
つ
ま
り
こ
の
作
品
は
、
各
説
府
に
仕

官
の
た
め
の
取
り
な
し
を
依
頼
し
た
が
う
ま
く
ゆ
か
ず
、
彼
と
別
れ
た
と
き
の
も

の
だ
と
考
え
る
。

 
さ
て
、
こ
の
詩
題
の
陸
少
府
と
同
一
と
考
え
ら
れ
る
人
物
が
詩
題
に
見
え
る
の

が
、
「
同
衛
八
題
陸
少
府
書
齋
」
（
六
〇
頁
・
五
律
）
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ろ

 
 
聖
君
薄
髭
縣
 
 
知
る
 
君
 
州
縣
を
薄
ん
じ

 
 
好
静
無
冬
春

 
 
散
秩
至
霊
鳥

 
 
明
燈
留
故
人

 
 
深
房
騰
酒
熟

 
 
古
同
院
梅
＋
指
話

 
 
輪
留
周
旋
地

 
 
當
令
風
義
親

詩
題
の
「
衛
八
」

こ
の
詩
は
、

静
を
好
み
て
冬
春
無
き
を

秩
を
散
じ
て
母
鳥
に
至
り

燈
を
明
ら
か
に
し
て
故
人
を
留
む

深
房
 
詩
酒
熟
し

高
命
 
梅
花
新
た
な
り

若
し
盗
れ
周
旋
の
地
な
れ
ば

當
に
信
義
を
し
て
親
し
ま
し
む
べ
し

 
 
 
 
 
 
 
は
先
に
挙
げ
た
作
品
の
そ
れ
と
同
一
人
物
と
し
て
間
違
い
な
い
。

 
 
 
 
 
衛
八
が
当
面
府
の
書
斎
に
書
き
つ
け
た
詩
に
和
し
た
も
の
。
首
聯
か

ら
は
陸
少
府
が
地
方
官
を
軽
視
し
て
官
を
辞
し
、
退
隠
生
活
を
送
っ
て
い
る
よ
う

・
に
も
読
め
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
と
は
考
え
な
い
。
陸
少
府
は
、
世
俗
の
官
職
に

あ
く
せ
く
せ
ず
、
学
問
を
好
み
、
知
己
を
大
切
す
る
趣
味
の
よ
い
人
物
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
問
題
は
需
品
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
「
周
旋
」
と
い
う
語

が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
周
旋
」
と
い
う
語
は
高
西
詩
に
あ
っ
て
は
す
べ
て
「
交

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
0
）

遊
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
と
言
っ
て
も
よ
く
、
特
に
こ
こ
で
は
高
書
に
と

っ
て
仕
官
の
糸
口
を
求
め
て
の
交
わ
り
と
い
う
意
味
を
深
く
帯
び
て
い
る
と
考
え

る
。
し
て
み
る
と
難
論
府
を
右
の
よ
う
に
描
い
た
の
も
、
あ
る
意
味
で
当
然
と
も

言
え
る
。
ま
た
最
後
の
句
は
わ
か
り
に
く
い
が
、
あ
な
た
の
「
風
義
（
立
派
な
節

義
）
」
が
（
私
を
含
む
）
人
々
に
親
し
い
も
の
と
な
る
は
ず
だ
と
い
う
よ
う
な
意
味

で
は
な
か
ろ
う
か
。
交
わ
り
を
深
く
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
の
発
言
で
あ
ろ
う
。

な
お
こ
の
詩
は
、
陸
少
府
の
役
宅
で
開
か
れ
た
宴
に
衛
八
と
と
も
に
連
な
り
、
そ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
1
）

の
場
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
と
こ
ろ
で
本
節
に
引
い
た
三
首
の
作
品
に
つ
い
て
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
る
な

ら
ば
、
ま
ず
、
高
適
に
陸
少
府
と
の
関
係
を
つ
け
て
や
っ
た
の
が
衛
八
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
を
伝
え
た
の
が
「
吉
言
八
…
…
」
の
応
酬
対
象
と
な
っ
た
衛
八
の
詩
で

は
な
か
ろ
う
か
。
別
業
を
離
れ
て
い
た
高
言
が
戻
っ
て
き
た
の
は
、
衛
八
に
よ
る

陸
へ
の
紹
介
が
う
ま
く
運
び
そ
う
だ
と
の
知
ら
せ
を
受
け
た
か
ら
で
は
な
ろ
う
か
。
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そ
し
て
別
業
で
そ
れ
が
う
ま
く
い
っ
た
と
の
知
ら
せ
を
衛
八
か
ら
受
け
取
り
、
高

適
は
仕
官
の
糸
口
を
つ
か
め
る
と
の
喜
び
を
込
め
て
「
酬
衛
八
…
…
」
を
衛
八
に

返
し
た
。
そ
し
て
衛
八
の
紹
介
の
も
と
実
際
に
陸
離
府
に
面
会
す
る
こ
と
に
な
っ

た
時
の
作
品
が
「
同
量
八
…
…
」
で
あ
る
。
衛
八
詩
に
和
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
時
の
宴
の
作
詩
リ
ー
ダ
ー
が
衛
八
で
あ
り
、
高
直
は
そ
れ
に
付
き
従
う
か
た

ち
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
高
適
は
陸
再
起
と
関
係
を
築
い
た
が
、

結
局
仕
官
の
取
り
な
し
は
う
ま
く
い
か
ず
、
僅
少
府
と
別
れ
る
時
の
作
品
が
「
酬

陸
少
府
」
で
あ
る
と
推
測
す
る
。

 
極
め
て
少
な
い
資
料
な
が
ら
、
如
上
の
考
察
か
ら
、
高
下
が
漠
上
寓
居
期
間
中

に
衛
県
に
お
い
て
仕
官
の
た
め
に
行
な
っ
て
い
た
活
動
の
一
端
を
伺
う
こ
と
が
で

き
た
。
ち
な
み
に
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
前
節
の
「
漠
白
墨
」
詩
の
末
四
句
や

「
面
上
別
業
」
の
充
溢
に
見
ら
れ
る
漠
上
隠
逸
宣
言
も
、
た
だ
単
純
に
隠
逸
宣
言

と
捉
え
て
し
ま
う
の
は
あ
る
い
は
皮
相
的
で
あ
る
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
さ
て
次
に
「
漠
再
送
章
司
倉
往
事
毫
」
（
五
八
頁
・
五
律
）
を
見
て
み
よ
う
。

 
 
飲
酒
莫
辮
醇

 
 
酔
多
適
不
愁

 
 
敦
知
非
遠
別

 
 
終
念
封
窮
秋

 
 
滑
毫
門
外
見

 
 
漠
水
眼
前
流

 
 
君
去
慮
回
首

 
 
風
波
漏
渡
頭

詩
題
の
「
章
司
倉
」

作
品
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
あ
る
い
は
詩
題
の

上
に
来
て
い
た
滑
州
司
倉
参
軍
事
で
あ
る
章
が
任
地
に
帰
る
の
を
送
っ
た
作
品
と

も
考
え
ら
れ
る
。
末
句
、
渡
し
場
の
「
風
波
」
は
二
上
の
高
適
と
滑
台
の
章
を
隔

て
る
も
の
で
あ
り
ま
た
高
卑
を
と
り
ま
く
困
難
を
表
わ
す
。
「
層
層
扇
蟹
」
と
同

 
酒
を
飲
み
で
 
醇
う
こ
と
を
贈
す
る
莫
か
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
さ

 
担
う
こ
と
多
け
れ
ば
適
に
愁
え
ず

 
た
れ

 
敦
か
知
ら
ん
遠
別
に
あ
ら
ざ
る
を

 
終
に
念
い
て
音
曲
に
封
ず

 
滑
皇
 
門
外
に
見
え

 
漠
水
 
眼
前
に
流
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
め
ぐ

 
君
去
り
て
鷹
に
首
を
回
ら
す
べ
し

 
風
波
 
渡
頭
に
満
つ

な
る
人
物
が
唾
棄
参
軍
事
と
し
て
滑
台
へ
赴
く
の
を
送
っ
た

 
 
 
 
 
 
「
往
」
が
気
に
な
る
が
、
何
か
の
理
由
で
漠

様
、
二
人
の
隔
絶
は
距
離
感
に
は
近
い
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
官
吏
と

布
衣
と
で
は
遠
い
も
の
と
し
て
存
在
す
る
。
な
お
三
句
目
は
、
こ
の
別
れ
が
将
来

（
章
の
転
任
な
ど
に
よ
り
）
距
離
的
に
さ
え
も
遠
い
別
れ
に
な
る
可
能
性
を
孕
む

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
2
）

こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
し
て
み
る
と
こ
の
作
品
に
は
、
章
司
倉
に
対
し
、
「
風

波
」
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
自
ら
に
対
す
る
早
急
な
救
済
（
仕
官
へ
の
取
り
な
し
）

を
願
う
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

 
そ
う
考
え
る
と
、
高
聴
は
漠
上
寓
居
期
間
中
、
衛
県
だ
け
で
は
な
く
滑
州
に
対

し
て
も
就
職
活
動
を
行
な
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
前
掲
「
酬
衛
八
雪
中
見
寄
」

に
お
い
て
指
摘
し
た
漠
上
か
ら
の
出
遊
先
は
、
あ
る
い
は
滑
州
で
あ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。

 
さ
て
前
節
に
お
い
て
「
送
魏
八
」
の
作
詩
場
面
を
、
衛
県
の
官
人
が
魏
八
の
た

め
に
張
っ
た
漠
上
の
駅
に
お
け
る
送
別
の
宴
と
し
た
が
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

高
適
が
こ
の
よ
う
な
宴
に
連
な
っ
た
の
は
、
や
は
り
仕
官
の
た
め
の
人
間
関
係
開

拓
を
も
く
ろ
ん
で
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
〈
孫
〉
に
お
い
て
開
元
二
五
年

春
漠
上
で
の
作
と
さ
れ
る
「
夜
別
章
司
士
」
（
六
二
頁
・
七
律
）
を
見
る
に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
〈
周
V
で
は
天
宝
二
年
春
滑
台
で
の
作
、

 
 
 
 
 
（
衛
県
・
滑
台
）

に
お
け
る
作
と
し
て
い
る
の
は
、

馬
津
」
（
河
南
省
隣
県
付
近
の
黄
河
南
岸
の
渡
し
場
）
に
よ
る
比
定
で
あ
り
、

 
 
高
館
張
燈
酒
復
清

 
 
夜
鍾
残
月
雁
蹄
聲

 
 
只
言
暗
鳥
堪
求
侶

 
 
無
那
春
風
欲
送
行

 
 
黄
河
曲
裏
沙
爲
岸

 
 
白
馬
津
邊
柳
向
城

 
 
莫
怨
他
郷
暫
離
別

 
 
心
妻
到
庭
有
逢
迎

と
あ
る
。
こ
れ
は
、

六
載
春
衛
滑

高
館
 
燈
を
張
り
 
酒
復
た
清
し

夜
宴
 
残
月
 
雁
塗
る
の
聲

只
だ
言
う
 
暗
鳥
 
侶
を
求
む
る
に
堪
う
と

い
か
ん

那
と
も
す
る
無
し
春
風
の
行
を
送
ら
ん
と
欲
す
る
を

黄
河
曲
裏
 
沙
 
岸
を
爲
し

白
馬
津
邊
柳
城
に
向
か
う

怨
む
莫
か
れ
 
他
郷
 
暫
く
離
別
す
る
を

知
る
 
君
が
到
る
庭
 
逢
迎
有
ら
ん

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〈
劉
〉
で
は
天
喜

 
で
の
作
と
す
る
。
三
年
譜
と
も
面
上
或
い
は
滑
台

 
 
旅
路
の
情
景
の
描
写
で
あ
る
頸
聯
、
特
に
「
白

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
れ
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漠上の高適（下）

は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
こ
の
詩
は
、
章
が
司
士
参
軍
事
と
し
て
地
方
に
赴
任

す
る
の
を
送
っ
た
作
品
と
考
え
ら
れ
る
が
、
一
句
目
に
送
別
の
宴
の
描
写
と
し
て

「
高
館
」
「
張
燈
」
「
酒
清
」
と
い
う
宴
の
立
派
さ
を
示
す
こ
と
ば
が
使
わ
れ
て
い

る
。
こ
れ
か
ら
判
断
す
る
に
、
こ
の
送
別
の
宴
は
官
人
が
張
っ
た
も
の
で
あ
り
、

こ
の
句
は
そ
こ
に
連
な
っ
た
高
適
の
主
催
者
に
対
す
る
賛
辞
で
あ
る
と
と
れ
る
。

ま
た
高
適
が
宴
に
連
な
っ
た
こ
と
は
詩
題
の
下
に
分
漏
し
た
こ
と
を
示
す
「
儲
蓄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
3
）

字
」
「
得
成
字
」
を
持
つ
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
証
さ
れ
よ
う
。
さ
ら
に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
4
）

高
適
詩
に
お
い
て
は
七
首
（
四
部
叢
刊
本
『
高
常
画
集
』
に
よ
る
）
と
作
例
の
少

な
い
七
言
律
詩
の
詩
型
を
と
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
自
発
的
で
あ
る
よ
り
も
、

宴
の
競
作
下
の
規
則
に
従
っ
た
可
能
性
が
大
き
い
。
そ
し
て
宴
に
つ
ら
な
っ
た
の

は
、
「
送
魏
八
」
と
同
様
の
目
的
に
よ
る
と
考
え
る
。
ち
な
み
に
古
来
ひ
と
つ
の
別

れ
が
「
永
別
（
最
後
の
別
れ
）
」
に
な
り
う
る
と
一
般
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
に
対

し
て
、
そ
れ
を
拒
否
す
る
か
の
ご
と
き
「
暫
く
離
別
す
」
と
い
う
発
言
は
、
「
知
る

君
が
到
る
庭
 
配
信
有
ら
ん
」
と
い
う
励
ま
し
と
と
も
に
別
れ
の
場
に
お
い
て
新

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
5
）

鮮
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
か
く
伝
統
的
な
別
れ
の
場
・
別
れ
の
う
た
を
異
化

す
る
高
箒
の
送
別
詩
は
、
と
り
わ
け
こ
の
よ
う
な
制
作
の
場
に
お
い
て
は
、
自
己

の
才
能
を
周
囲
に
示
す
も
の
と
し
て
有
効
に
機
能
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

 
続
い
て
「
置
上
別
劉
馬
面
子
君
」
（
六
一
頁
・
量
質
）
と
い
う
作
品
を
掲
げ
る
。

 
1
近
來
住
置
上

2
薫
條
惟
空
林

3
又
非
耕
種
時

4
閑
散
多
自
任

5
伊
君
猫
知
我

6
騙
馬
欲
招
尋

7
千
里
忽
捲
手

8
十
年
同
苦
心

9
求
仁
見
区
営

近
心
 
漠
上
に
住
み

薫
條
 
惟
だ
空
林
の
み

又
た
耕
種
の
時
に
非
ず

閑
散
 
多
く
自
任
す

た
だ伊

君
濁
り
我
を
知
り

馬
を
騙
り
て
招
謁
せ
ん
と
欲
す

千
里
 
忽
ち
手
を
捲
さ
え

十
年
 
同
じ
く
苦
心
す

 
 
 
 
 
 
 
 
あ
ら

仁
を
求
め
て
擬
態
を
思
わ
し

 
 
 
「
劉
少
府
子
英
」

遇
を
か
こ
つ
高
適
を
、

そ
れ
は
七
句
目
、
遠
方
か
ら
の
友
で
あ
っ
た
。

不
遇
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
と
も
に
、

い
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た
詩
題
の

越
し
た
思
想
感
情
）
」

と
い
う
描
写
か
ら
、

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

き
寄
せ
る
）
」
か
ら
、

断
さ
れ
る
。
し
か
し
結
果
と
し
て
何
ら
か
の
理
由
で
そ
の
話
は
実
現
せ
ず
、

は
別
れ
る
こ
と
に
な
る
。

近
）
。
末
二
句
、
高
適
に
し
て
は
珍
し
く
別
れ
の
悲
哀
を
直
戴
に
表
現
す
る
の
は
、

「
千
里
」
を
遠
し
と
せ
ず
訪
ね
て
く
れ
た
劉
の
友
情
に
感
じ
入
っ
た
こ
と
と
、
自

ら
の
境
遇
を
嘆
い
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
十
九
句
目
の
「
午
下
」
に
は
高
適
の
人

生
行
路
の
現
状
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
、
漠
上
で
の
高
適
の
窮
状
を

見
た
旧
知
が
遠
方
の
任
地
よ
り
仕
官
の
世
話
を
し
に
来
て
く
れ
た
と
い
う
、
上
に

 
1
0
於
道
喜
甘
臨

 
1
1
言
々
乃
天
縦

 
1
2
微
才
鷹
陸
況

 
1
3
瓢
然
蹄
故
郷

 
1
4
不
復
長
々
襟

 
1
5
南
登
黎
陽
渡

 
1
6
葬
蒼
寒
雲
陰

 
1
7
桑
葉
原
上
起

 
1
8
河
凌
山
下
深

 
1
9
途
二
更
遠
別

 
2
0
相
封
益
悲
吟

詩
題
の

 
道
に
於
い
て
甘
臨
を
喜
ぶ

 
逸
思
は
乃
ち
天
縦
し

 
微
才
は
慮
に
血
気
す
べ
し

 
瓢
然
と
し
て
故
郷
に
逼
り

 
復
た
離
襟
を
問
わ
ず

 
南
の
か
た
黎
陽
の
渡
に
登
れ
ば

 
 
 
 
 
 
か
げ

 
葬
蒼
 
寒
雲
陰
る

 
桑
葉
 
直
上
に
起
ち

 
河
凌
 
山
下
に
深
し

 
途
窮
 
更
に
遠
別
し

 
相
銘
し
て
 
益
ま
す
悲
吟
す

 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
6
）

 
 
に
つ
い
て
は
未
詳
。
一
句
目
か
ら
六
句
目
、
漠
上
で
不

 
彼
の
才
能
を
独
り
理
解
す
る
劉
が
訪
れ
た
こ
と
を
い
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
八
句
目
は
、
高
適
が
相
変
わ
ら
ず

 
 
 
 
 
 
二
人
が
旧
知
の
間
柄
で
あ
る
こ
と
を
い
っ
て

 
 
 
 
「
少
府
」
と
十
一
句
目
劉
の
「
逸
思
（
俗
世
を
超

を
「
天
縦
（
天
が
ゆ
る
し
た
、
つ
ま
り
天
子
が
認
め
た
。
）
」

劉
は
科
挙
に
合
格
し
、
現
在
い
ず
れ
か
の
県
尉
を
つ
と
め
て

 
そ
し
て
劉
の
来
訪
は
、
六
句
目
の
「
（
高
適
を
）
資
源
（
撃

高
適
へ
仕
官
に
関
し
て
の
よ
い
話
を
持
っ
て
き
た
も
の
と
判

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二
人

 
 
十
五
句
目
「
黎
陽
」
は
衛
冷
血
陽
県
（
河
南
省
議
霞
棚
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掲
げ
た
諸
作
品
と
は
異
な
る
交
遊
の
あ
り
方
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。

 
さ
て
上
述
の
よ
う
に
、
盟
主
は
一
見
隠
棲
と
見
ら
れ
る
早
上
寓
居
期
間
に
お
い

て
も
、
仕
官
の
た
め
の
活
動
を
継
続
し
て
い
た
。
た
だ
こ
の
期
間
の
作
品
に
は
、

高
級
官
僚
・
王
族
・
貴
族
と
の
関
係
を
示
す
も
の
は
残
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、

お
そ
ら
く
そ
こ
ま
で
人
間
関
係
を
広
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
で
は
な
い

か
と
考
え
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
7
）

 
ち
な
み
に
郁
賢
皓
『
唐
刺
史
考
全
編
』
（
第
三
冊
）
第
七
編
河
北
道
（
巻
一
〇
一
）

衛
州
（
汲
郡
）
に
よ
れ
ば
、
高
適
の
漠
上
寓
居
直
前
の
開
元
二
二
年
に
斐
鼎
な
る

人
物
が
、
衛
州
刺
史
を
つ
と
め
て
い
る
。
斐
鼎
に
つ
い
て
は
、
郁
氏
が
引
く
宋
・

孔
延
之
『
會
稽
綴
英
総
集
』
唐
太
守
題
名
「
脚
質
、
開
元
二
十
一
年
自
金
吾
皇
軍

授
。
二
十
二
年
移
駐
州
刺
史
。
」
の
ほ
か
に
、
『
新
菊
書
』
（
巻
七
一
上
）
宰
相
世
系

 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
8
）

表
一
上
の
東
春
子
の
系
に
「
（
斐
）
鼎
、
左
衛
將
軍
。
」
と
見
え
る
。
仮
に
離
塁
が

高
座
の
潮
上
寓
居
時
期
に
衛
州
刺
史
の
任
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
斐
が
高
率
に
と

っ
て
つ
な
が
り
や
庇
護
を
期
待
で
き
る
人
物
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

む
し
ろ
斐
の
勤
務
し
た
衛
州
の
治
所
汲
県
が
高
適
の
別
業
か
ら
か
な
り
離
れ
て
い

る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
可
能
性
は
薄
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

 
一
方
、
同
じ
く
郁
氏
『
唐
刺
史
考
全
編
』
（
第
二
冊
）
第
五
編
河
南
道
（
巻
五
七
）

滑
州
（
霊
昌
郡
）
に
よ
れ
ば
、
開
元
二
三
年
前
後
に
崔
翅
な
る
人
物
が
滑
州
刺
史

で
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
の
崔
翅
は
、
魚
店
の
子
で
あ
る
。
崔
融
は
李
嬌
・
単
味
道
・

杜
審
言
と
と
も
に
「
文
章
の
四
友
」
の
一
人
と
し
て
有
名
で
あ
り
、
科
挙
出
身
の

 
 
 
 
 
（
2
9
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
0
）

官
僚
で
あ
っ
た
。
崔
麹
も
科
挙
官
僚
で
あ
り
、
前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
滑
州
の
治

所
白
馬
県
（
滑
台
）
が
高
適
の
別
業
に
近
い
こ
と
も
考
え
併
せ
る
と
、
高
適
は
科

挙
及
第
を
目
指
す
者
と
し
て
、
科
挙
出
身
の
崔
翅
と
つ
な
が
り
を
持
と
う
と
し
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

 
そ
う
考
え
る
と
、
前
掲
の
「
漠
上
送
童
質
倉
往
滑
壼
」
に
見
ら
れ
る
章
司
倉
に

向
け
て
の
仕
官
取
り
な
し
の
願
い
も
最
終
的
に
は
崔
翅
と
の
つ
な
が
り
を
目
標
と

し
て
い
た
と
も
思
わ
れ
る
。
し
て
み
る
と
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
高
適
が
滑
州

に
お
い
て
就
職
活
動
し
て
い
た
可
能
性
は
高
く
な
り
、
併
せ
て
前
掲
「
酬
陸
少
府
」

を
〈
周
〉
〈
劉
〉
が
滑
台
へ
赴
く
と
き
の
作
と
し
、
「
夜
別
章
司
士
」
の
制
作
場
所

を
〈
周
〉
が
滑
台
と
す
る
妥
当
性
も
大
き
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
さ
ら
に

想
像
を
逞
し
く
す
る
な
ら
ば
、
礼
部
侍
郎
と
な
っ
て
い
た
懸
巣
が
開
元
二
七
年
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぷ
 

ら
二
九
年
の
間
、
知
貢
挙
を
つ
と
め
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
開
元
二
六
年
に

作
ら
れ
た
高
適
の
代
表
作
で
あ
る
「
燕
歌
行
」
は
、
あ
る
い
は
漠
上
時
代
に
自
己

を
売
り
込
ん
だ
相
手
楓
糖
に
向
け
て
の
行
巻
の
最
重
要
作
品
と
し
て
用
い
ら
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
最
後
に
、
滑
州
に
お
け
る
就
職
活
動
に
関
連
し
て
、
「
同
皐
公
題
鄭
少
府
田
家
」

（一

ﾜ
三
頁
・
五
平
）
と
い
う
作
品
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
こ
の
作
品
は
、
〈
孫
〉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
2
）

は
漠
上
或
い
は
滑
台
で
の
作
品
と
せ
ず
、
〈
周
〉
〈
劉
〉
が
そ
れ
ぞ
れ
天
上
元
年
、

天
狗
五
載
、
滑
台
で
の
作
品
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
詩
題
の
「
鄭
重
府
」
は

未
詳
。
ま
た
『
王
荊
公
唐
百
家
詩
選
』
（
巻
二
）
・
『
全
唐
詩
』
（
巻
石
一
二
）
・
四
庫

全
書
本
『
高
常
侍
集
』
（
巻
七
）
の
題
下
注
に
は
「
此
公
昔
任
白
馬
尉
。
鋭
意
住
滑

 
 
 
 
（
3
3
）

壼
。
」
と
あ
る
。

1
鄭
公
慮
棲
憧

2
五
十
頭
蓋
白

3
昔
爲
南
昌
尉

4
今
作
東
郡
客

5
温
語
多
遠
情

6
論
心
知
質
量

7
秋
林
既
清
暖

8
窮
巷
空
漸
渥

9
蝶
舞
園
更
閑

10

|
鳴
日
豊
夕

11

j
児
未
構
意

12

ｴ
道
固
無
適

鄭
公
 
鷹
に
棲
憧
な
る
べ
し

五
十
に
し
て
 
頭
 
葺
く
白
し

 
 
 
 
 
 
 
な

昔
は
南
昌
の
尉
と
爲
り

 
 
 
 
 
 
 
な

今
は
東
郡
の
客
と
作
る

與
に
語
り
て
遠
情
多
く

心
を
論
じ
て
益
す
る
所
を
知
る

秋
林
 
既
に
清
戸
な
り

窮
巷
 
空
し
く
漸
渥
た
り

蝶
舞
い
て
園
更
に
閑
か
な
り

 
 
 
 
 
こ
こ

難
鳴
い
て
日
云
に
夕
べ
な
り

男
見
 
未
だ
意
に
振
わ
ざ
れ
ば

 
 
 
 
 
 
 
か
な

其
の
道
 
固
よ
り
適
う
無
し
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漠上の高適（下）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ば
ら

 
1
3
勧
君
且
忌
門
 
 
君
に
勧
む
 
且
く
門
を
杜
ざ
し

 
1
4
勿
歎
人
事
隔
 
 
人
事
に
隔
た
る
を
歎
く
勿
か
れ

題
下
注
に
従
う
な
ら
ば
、
鄭
少
府
な
る
人
物
は
か
つ
て
滑
州
の
白
馬
県
の
県
尉
を

つ
と
め
て
お
り
、
現
在
は
そ
の
ま
ま
滑
台
（
つ
ま
り
白
馬
県
）
に
寄
寓
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
だ
け
で
漠
上
寓
居
時
期
（
あ
る
い
は
そ
の
直
後
）
に
高
適
が

滑
台
に
あ
っ
た
時
の
作
品
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
末
四
句
が
前
掲
「
送

魏
八
」
の
「
北
路
無
知
己
、
明
興
言
暗
黒
。
」
と
い
う
作
風
に
も
似
て
い
る
こ
と
も

あ
り
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
こ
の
時
期
の
作
品
と
し
て
扱
っ
て
お
く
。
さ
て
四
句

目
「
東
郡
」
は
、
蔵
宿
あ
る
い
は
階
代
の
呼
称
。
階
の
東
郡
が
五
代
の
滑
州
に
相

当
し
、
治
所
も
同
じ
。
し
た
が
っ
て
「
東
郡
」
は
こ
こ
で
は
白
馬
県
を
指
す
。
三

句
目
「
南
方
」
は
、
唐
代
で
は
白
州
南
昌
県
（
広
西
壮
観
自
治
区
博
白
県
東
南
）

が
存
在
す
る
が
、
四
句
目
と
の
対
応
か
ら
漢
代
の
豫
章
郡
南
昌
県
（
江
西
省
営
昌

市
）
の
呼
称
を
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
地
は
宮
代
で
は
洪
州
豫
恩
義
に
あ

た
る
。
つ
ま
り
鄭
少
府
は
、
豫
章
県
尉
を
つ
と
め
た
後
、
白
馬
県
尉
に
転
任
し
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
4
∀

お
そ
ら
く
次
の
職
が
当
た
ら
な
か
っ
た
の
で
そ
の
ま
ま
白
馬
県
に
寄
寓
し
て
い
る

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

 
さ
て
こ
こ
の
「
田
家
」
で
あ
る
が
、
単
に
農
家
と
す
る
の
で
は
不
十
分
で
あ
ろ

う
。
す
る
と
如
何
な
る
場
所
で
あ
る
の
か
。
こ
れ
に
関
し
て
日
野
開
三
郎
氏
は
、

唐
心
の
「
寄
荘
」
の
風
潮
を
指
摘
し
、
「
唐
墨
で
は
刺
史
・
県
令
以
下
の
州
県
官
が

在
任
中
に
そ
の
権
力
を
背
景
に
し
て
民
地
を
手
に
入
れ
、
そ
こ
に
立
荘
し
て
幡
羅

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
5
）

後
も
本
貫
に
帰
ら
ず
、
そ
の
荘
に
寄
住
す
る
者
が
多
か
っ
た
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
詩
の
鄭
少
府
は
、
葛
暁
音
氏
も
そ
の
題
下
注
に
拠
っ
て
指
摘
す
る
よ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
6
）

う
に
、
日
野
氏
の
い
う
寄
荘
戸
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
葛
氏
は
ま
た
、
こ

の
よ
う
な
盛
唐
詩
中
の
「
田
家
」
が
多
く
の
場
合
、
下
級
官
吏
が
失
業
中
に
電
場

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
7
）

と
密
接
な
関
係
を
保
っ
て
お
く
場
所
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
て
み
る
と
詩

題
の
「
華
公
」
は
、
そ
こ
に
現
役
の
官
吏
を
含
む
様
々
な
士
人
で
あ
っ
た
と
推
測

さ
れ
る
。
そ
し
て
高
適
は
、
官
僚
社
会
と
関
係
が
展
開
さ
れ
る
鄭
少
府
の
「
田
家
」

を
訪
れ
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
8
）

自
ら
も
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
入
ろ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
四
）

 
以
上
、
前
節
で
は
、
高
腰
の
漠
上
寓
居
時
期
に
お
け
る
仕
官
の
た
め
の
活
動
を
、

交
遊
に
注
目
し
な
が
ら
、
彼
の
作
品
に
よ
っ
て
検
討
し
て
み
た
。
そ
れ
に
よ
る
限

り
で
は
、
大
し
た
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
そ
の
た
め

か
、
高
冷
は
漠
上
寓
居
を
僅
か
数
年
で
切
り
上
げ
、
別
業
を
離
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
漠
水
を
経
て
黄
河
を
渉
り
、
宋
州
へ
戻
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

 
最
後
に
、
こ
の
行
程
で
作
ら
れ
た
五
言
古
詩
の
連
作
「
自
建
艦
黄
河
途
中
作
十

三
首
」
（
六
三
～
七
〇
頁
・
五
古
）
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
こ

の
連
作
に
つ
い
て
は
、
〈
孫
〉
が
漠
上
寓
居
時
期
に
一
時
別
業
を
離
れ
て
再
び
そ

こ
へ
戻
っ
た
時
の
作
と
す
る
外
は
、
こ
れ
を
編
年
す
る
〈
彰
〉
〈
周
〉
〈
劉
〉

〈
余
V
が
す
べ
て
軽
種
寓
居
を
切
り
上
げ
る
時
の
作
品
と
し
て
お
り
、
い
ま
は
後

者
に
従
う
こ
と
と
す
る
。
ま
た
く
彰
V
は
、
連
作
を
作
ら
れ
た
順
番
に
並
び
替
え

る
作
業
を
行
な
っ
て
お
り
（
〈
劉
〉
も
概
ね
そ
れ
を
襲
う
）
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
高

適
は
別
業
を
離
れ
た
後
、
漠
水
を
進
み
、
黄
河
に
入
っ
て
北
上
し
て
滑
台
に
至
り
、

次
に
黄
河
を
鄭
州
榮
沢
県
（
河
南
省
鄭
州
市
の
北
）
付
近
ま
で
遡
っ
て
来
た
、
と

す
る
。
松
飾
県
に
向
か
う
の
は
、
蘇
州
に
戻
る
に
は
遠
回
り
に
な
る
と
思
わ
れ
る

が
、
〈
彰
V
は
、
連
作
の
第
七
首
に
「
倉
見
楚
漢
城
、
崔
激
高
山
上
。
（
遙
に
見
る

 
楚
漢
城
、
崔
蒐
と
し
て
山
上
に
高
き
を
。
）
」
と
あ
る
「
楚
漢
城
」
を
、
『
元
和
郡

縣
圖
志
』
（
巻
八
）
河
南
第
四
・
豪
州
・
榮
澤
縣
の
「
東
罵
言
、
西
廣
武
二
城
、
各

在
一
山
頭
、
相
去
二
百
鯨
歩
、
在
番
西
二
十
里
。
漢
高
祖
與
項
羽
倶
立
言
武
而
軍
、

今
東
城
有
高
壇
、
即
二
項
羽
坐
太
公
於
上
、
白
磁
総
軍
庭
。
」
と
い
う
記
事
に
基
づ

い
て
東
広
武
城
・
西
広
武
城
と
比
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
説
を
主
張
し
て
い

る
。
な
お
以
後
の
諸
注
釈
も
〈
彰
〉
に
よ
る
「
楚
漢
城
」
の
比
定
を
襲
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
く
彰
V
の
考
証
に
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
の
で
、
ひ
と
ま
ず
そ
れ
に
従

っ
て
お
く
。
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ま
た
本
来
な
ら
ば
「
十
三
首
」
の
内
容
を
詳
し
く
検
討
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
紙
幅
の
都
合
で
そ
れ
は
次
の
機
会
に
ま
わ
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
内
容
を

〈
彰
〉
の
考
証
し
た
順
序
に
よ
り
簡
単
に
示
す
と
、
其
一
は
官
界
に
入
っ
た
親
友

に
追
い
つ
く
す
べ
も
な
く
、
思
い
に
任
せ
て
旅
立
つ
こ
と
。
其
二
は
衆
鳥
の
中
に

降
り
た
孤
高
な
黄
鵠
に
自
己
を
形
象
化
し
、
そ
れ
に
天
へ
飛
び
立
つ
よ
う
励
ま
す

と
い
う
自
己
へ
の
激
励
。
其
十
二
は
唐
の
高
祖
に
帰
順
し
た
後
反
乱
し
て
殺
さ
れ

た
李
密
に
対
し
薫
何
・
曹
参
を
学
ん
で
い
た
な
ら
ば
功
名
を
不
朽
も
の
と
し
た
で

あ
ろ
う
に
と
、
惜
し
み
な
が
ら
の
称
賛
。
其
八
は
意
に
適
わ
ぬ
船
旅
の
憂
さ
を
酒

で
は
ら
し
て
い
る
。
其
三
は
三
十
年
に
も
及
ぶ
あ
る
隠
者
の
生
活
。
黒
蟻
は
滑
台

に
至
り
、
別
れ
た
事
故
か
ら
便
り
の
還
ら
な
い
こ
と
。
其
身
は
干
害
に
苦
し
む
農

民
の
た
め
に
高
適
が
天
子
に
対
し
て
策
を
献
ず
る
道
が
無
い
こ
と
。
組
題
は
い
に

し
え
よ
り
賢
才
が
知
ら
れ
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
。
其
十
は
漢
武
帝
が
広
範
囲
に

被
害
を
も
た
ら
し
た
瓠
子
と
い
う
黄
河
の
堤
防
の
決
壊
を
修
復
し
た
こ
と
を
へ
の

懐
古
。
其
十
一
は
隠
棲
生
活
へ
の
あ
こ
が
れ
と
都
の
生
活
へ
の
嫌
悪
。
其
七
は
楚

漢
城
で
対
峙
し
た
項
羽
と
劉
邦
の
争
い
に
比
べ
て
今
の
御
代
の
平
和
な
こ
と
。
其

十
三
は
貧
し
い
な
が
ら
も
黄
河
の
ほ
と
り
で
子
や
孫
に
囲
ま
れ
て
悠
々
と
暮
ら
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
9
）

老
翁
の
姿
、
を
そ
れ
ぞ
れ
描
い
て
い
る
。

 
こ
の
よ
う
に
内
容
は
様
々
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
は
高
適
の
作
品
に
よ
く
見
ら

れ
る
意
志
の
強
さ
は
あ
ま
り
感
得
で
き
な
い
。
隠
逸
的
態
度
を
取
り
な
が
ら
、
と

こ
ろ
ど
こ
ろ
自
己
の
才
能
に
対
す
る
自
負
を
示
し
た
り
、
其
七
で
は
社
会
問
題
に

も
言
及
し
て
い
る
な
ど
、
そ
の
気
持
ち
が
仕
官
と
隠
棲
と
の
間
を
揺
れ
動
い
て
い

る
と
も
言
え
よ
う
。

 
ま
た
こ
の
連
作
は
、
そ
の
形
式
が
近
く
は
口
叩
昂
「
感
遇
三
十
八
首
」
や
張
九

齢
「
感
遇
十
二
首
」
に
連
な
る
五
言
古
詩
の
ま
と
ま
っ
た
作
品
群
（
特
に
十
首
を

越
え
る
も
の
）
で
あ
る
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
が
い
わ
ば
紀
行
詩
の
連
作
と
い
う
高

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
4
0
）

適
以
前
に
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
と
い
う
特
異
性
を
有
し
て
い
る
。

そ
れ
を
考
え
た
と
き
、
作
品
は
し
か
る
べ
き
人
物
を
読
者
あ
る
い
は
献
呈
対
象
者

と
し
て
意
識
・
期
待
し
、
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
な
ろ
う
。
形

式
の
特
異
性
は
、
ま
ず
読
み
手
の
注
意
を
引
く
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、
「
十
三
首
」
に
現
わ
れ
た
高
適
の
態
度
は
、
読
者
・
献
呈
対
象
者

に
対
し
て
、
自
己
の
現
状
や
窮
状
を
あ
り
の
ま
ま
に
訴
え
た
も
の
で
あ
る
と
言
え

よ
う
。
且
つ
そ
こ
に
自
己
の
才
能
に
対
す
る
自
負
・
社
会
問
題
へ
の
言
及
・
歴
史

認
識
の
開
陳
な
ど
の
自
己
P
R
と
も
い
え
る
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の

作
品
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
漠
上
身
居
中
に
つ
か
め
な
か
っ
た
仕
官
へ
の
糸
口
を

得
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
献
呈
対
象
者
と
し
て
は
、

前
節
に
挙
げ
た
滑
州
刺
史
の
崔
麹
、
あ
る
い
は
遠
州
の
官
吏
を
含
め
て
崔
麹
に
近

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
4
1
）

し
い
人
物
が
ま
ず
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
前
掲
の
郁
氏
『
唐
刺
史
考
全
編
』
（
第
二

冊
）
第
五
編
河
南
道
（
巻
五
六
）
宋
州
（
唯
陽
郡
）
に
は
開
元
二
七
年
の
刺
史
と

し
て
劉
形
と
い
う
人
物
を
挙
げ
て
お
り
、
高
適
が
宋
州
に
戻
っ
た
時
、
彼
に
連
作

を
献
呈
し
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
こ
の
人
物
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か

 
 
（
4
2
）

ら
な
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
以
上
、
本
稿
で
は
射
水
寓
居
時
期
の
高
息
の
詩
作
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
こ
に

見
ら
れ
た
隠
逸
的
生
活
に
お
い
て
も
仕
官
を
志
向
し
つ
づ
け
る
態
度
は
、
あ
る
い

は
当
時
の
士
人
に
共
通
の
生
態
で
あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
が
、
そ
れ
を
高
年
と
い

う
個
別
の
詩
人
を
通
し
て
確
認
し
た
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
無
駄
な
作
業
で
は
な
か

っ
た
と
考
え
る
。

 
〔
注
〕

（
1
）
 
「
漠
上
の
高
適
（
上
）
」
（
『
山
口
県
立
大
学
国
際
文
化
学
部
紀
要
』
六
、
二

 
 
〇
〇
〇
年
）
所
載
。

（
2
）
 
本
稿
で
引
用
す
る
作
品
が
前
稿
と
重
な
る
場
合
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、

 
 
前
稿
と
は
違
い
作
品
自
体
の
分
析
・
読
解
に
重
点
を
置
い
て
ゆ
く
。

（
3
）
 
以
下
本
稿
で
は
、
高
適
作
品
の
引
用
は
前
稿
同
様
す
べ
て
孫
欽
善
『
高
聴
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漠上の高適（下）

 
 
集
校
注
』
（
一
九
八
四
年
、
上
海
古
品
出
版
社
）
に
よ
り
、
そ
の
呼
数
・
詩
型

 
 
を
示
す
。

（
4
）
 
號
略
・
貝
丘
は
前
月
第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
と
も
に
春
秋
時
代
の
地
名
。

 
 
號
略
は
こ
の
詩
で
は
蒲
州
永
楽
県
を
指
す
。
貝
丘
は
現
在
の
山
東
省
博
興
県

 
 
東
南
の
地
で
、
こ
れ
は
『
春
秋
左
氏
傳
』
（
正
義
巻
八
）
荘
公
八
年
傳
「
冬
十

 
 
二
月
、
齊
侯
游
干
鳥
募
、
遂
田
干
貝
丘
。
」
杜
預
注
「
姑
募
・
痛
楚
、
皆
野

 
 
地
。
…
…
樂
安
博
昌
縣
南
有
地
名
貝
丘
。
」
に
よ
る
比
定
。
貝
丘
が
、
唐
代
の

 
 
ど
の
地
に
当
た
る
か
確
定
で
き
な
い
が
、
そ
の
あ
た
り
に
青
州
千
乗
県
が
あ

 
 
つ
た
。
な
お
『
漢
書
』
（
巻
二
八
上
）
地
理
志
八
上
・
清
河
郡
に
「
南
丘
」
が

 
 
見
え
、
そ
の
鷹
勧
注
に
「
左
氏
傳
齊
嚢
公
田
子
貝
丘
、
是
。
」
と
あ
る
が
、
そ

 
 
の
地
は
山
東
省
臨
清
県
南
に
あ
た
り
、
右
と
食
い
違
う
。
い
ま
し
ぼ
ら
く
は

 
 
杜
注
に
従
う
。

（
5
）
 
以
下
「
仕
官
の
取
り
な
し
」
「
就
職
活
動
」
な
ど
の
い
わ
ば
曖
昧
な
こ
と
ば

 
 
を
使
う
が
、
そ
こ
に
は
科
挙
受
験
や
及
第
の
た
め
の
推
薦
の
獲
得
を
も
含
め

 
 
て
い
る
。

（
6
）
 
諸
注
釈
の
リ
ス
ト
は
、
拙
稿
「
高
適
研
究
の
現
状
と
展
望
」
（
大
阪
市
立
大

 
 
学
中
文
学
会
『
中
国
学
志
』
屯
号
、
一
九
八
八
年
）
・
「
高
適
研
究
論
著
目
録
」

 
 
（
同
中
国
学
会
『
中
国
学
課
』
大
有
号
、
一
九
九
九
年
）
を
見
ら
れ
た
い
。

（
7
）
 
こ
の
よ
う
な
態
度
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
高
潔
の
不
遇
感
の
諸
相
」
（
『
山

 
 
口
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
』
二
、
一
九
九
三
年
）
を
参
照
。

（
8
）
 
こ
の
句
を
は
っ
き
り
と
仮
定
形
に
解
釈
す
る
も
の
と
し
て
は
、
高
光
復
『
高

 
 
適
当
参
詩
訳
釈
』
（
一
九
八
四
年
、
黒
龍
江
人
民
出
版
社
）
、
孫
欽
善
ほ
か
『
高

 
 
適
琴
参
詩
選
』
（
一
九
八
五
年
、
人
民
文
学
出
版
社
）
、
衰
閥
貫
主
編
『
全
唐

 
 
詩
広
池
新
注
集
評
・
第
二
巻
』
（
一
九
九
四
年
、
遼
寧
人
民
出
版
社
）
が
あ
る

 
 
が
、
い
ず
れ
も
「
吾
謀
」
を
制
科
の
対
策
と
は
し
て
い
な
い
。

（
9
）
 
制
科
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
村
上
哲
見
『
科
挙
の
話
』
七
〇
頁
～
（
一
九

 
 
八
○
年
、
講
談
社
）
・
傅
茨
踪
『
唐
言
科
挙
与
文
学
』
第
六
章
制
挙
（
一
九
八

 
 
六
年
、
陳
西
人
民
出
版
社
）
・
高
士
明
『
階
唐
貢
挙
制
度
』
第
二
章
「
唐
代
的

 
 
貢
挙
制
度
」
第
三
節
「
制
挙
」
（
一
九
九
九
年
、
文
津
出
版
社
）
等
を
参
照
。

（
1
0
）
 
注
（
7
）
と
拙
稿
「
高
慮
の
離
別
詩
に
つ
い
て
」
（
『
中
国
壮
志
』
蒙
号
、
一

 
 
九
八
九
年
）
参
照
。

（
1
1
）
 
青
山
定
雄
『
唐
宋
時
代
の
交
通
と
地
誌
地
図
の
研
究
』
第
一
篇
「
唐
缶
子

 
 
代
の
交
通
」
第
三
「
日
代
の
駅
と
郵
及
び
古
聖
院
」
（
一
九
六
九
年
再
版
、
吉

 
 
川
弘
文
館
）
。
ま
た
そ
の
五
二
頁
に
「
（
駅
は
）
官
命
を
帯
び
て
往
来
す
る
も

 
 
の
の
面
接
所
或
は
公
事
を
行
う
所
と
し
て
も
利
用
さ
れ
た
外
、
広
く
官
営
の

 
 
宿
泊
所
と
し
て
一
定
の
資
格
あ
る
も
の
に
は
私
用
の
場
合
と
錐
も
宿
泊
が
許

 
 
さ
れ
、
…
…
」
と
あ
る
。

（
1
2
）
 
注
（
1
0
）
「
馬
弓
の
離
別
詩
に
つ
い
て
」
参
照
。

（
1
3
）
 
以
下
、
〈
孫
V
〈
周
V
〈
劉
V
そ
の
他
の
略
称
が
指
す
年
譜
は
、
前
件
第

 
 
二
節
参
照
。

（
1
4
）
 
前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
〈
周
〉
〈
劉
V
の
説
く
漠
上
寓
居
時
期
に
は
従
わ

 
 
な
い
が
、
〈
周
〉
〈
劉
〉
を
引
く
場
合
は
便
宜
上
そ
れ
も
示
し
て
お
く
。

（
1
5
）
 
四
川
省
文
史
研
究
館
『
杜
甫
年
譜
』
（
一
九
五
八
年
、
四
川
人
民
出
版

 
 
社
）
。
な
お
こ
の
詩
の
制
作
時
期
に
は
、
も
う
一
説
あ
り
、
そ
れ
は
安
史
の
乱

 
 
の
起
こ
る
以
前
、
杜
甫
が
長
安
を
拠
点
に
就
職
活
動
を
し
て
い
た
こ
ろ
の
作

 
 
と
す
る
。
杜
甫
の
長
安
で
の
就
職
活
動
は
天
宝
五
詳
伝
か
ら
で
あ
る
の
で
、

 
 
い
ず
れ
の
説
に
せ
よ
、
配
食
の
漠
上
寓
居
以
後
の
作
品
と
な
る
。
な
お
、
杜

 
 
詩
の
制
作
時
期
二
説
に
つ
い
て
は
、
吉
川
幸
次
郎
『
杜
甫
詩
注
 
第
一
冊
』

 
 
巻
一
「
贈
衛
八
処
士
」
（
一
九
七
七
年
、
筑
摩
圭
旦
房
）
・
松
浦
友
久
編
『
校
注

 
 
唐
詩
解
釈
辞
典
』
（
松
原
朗
担
当
、
一
九
八
七
年
、
大
修
館
書
店
）
に
よ
る
。

（
1
6
）
 
衛
八
が
杜
甫
詩
の
制
作
以
前
に
何
ら
か
の
官
に
就
い
て
い
た
な
ら
ば
、
詩

 
 
題
に
処
士
の
呼
称
は
用
い
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。

（
1
7
）
 
〈
孫
〉
〈
周
〉
〈
劉
〉
に
お
け
る
高
聞
の
こ
の
前
後
の
足
取
り
に
つ
い
て

 
 
は
、
前
稿
第
二
節
の
略
年
譜
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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（
1
8
）
 
『
文
選
』
（
巻
二
五
）
謝
霊
運
「
登
臨
海
量
初
獲
彊
中
作
並
從
弟
恵
連
見
羊

 
 
何
共
和
之
一
首
」
に
「
調
子
別
丁
阿
、
含
益
赴
脩
診
。
」
と
あ
る
。

（
1
9
）
 
『
漢
語
大
詞
典
』
「
豊
川
」
の
項
に
よ
る
。

（
2
0
）
 
ち
な
み
に
高
適
詩
に
お
い
て
「
周
旋
」
の
語
は
多
い
。
詩
序
に
出
て
く
る

 
 
も
の
も
含
め
れ
ば
、
全
部
で
十
一
例
に
も
及
ぶ
。
こ
こ
以
外
の
作
品
を
詩
題

 
 
だ
け
示
せ
ば
、
「
敷
古
贈
主
二
」
（
四
〇
頁
）
「
同
韓
四
醇
三
束
亭
五
月
」
（
四

 
 
六
頁
）
「
猫
孤
判
官
部
送
兵
」
（
五
五
頁
）
「
寄
孟
五
」
（
七
四
頁
）
「
送
薫
十
八
」

 
 
（
九
三
頁
）
「
宋
聖
別
周
梁
李
三
子
」
（
一
二
〇
頁
）
「
賦
得
豊
山
虫
送
沈
四
山

 
 
人
」
（
一
五
六
頁
）
「
途
中
酬
李
少
府
軒
別
田
作
」
（
一
七
五
頁
）
「
酬
秘
書
弟

 
 
兼
寄
幕
下
諸
公
潮
懸
」
（
一
八
○
頁
・
序
文
）
「
奉
寄
平
原
顔
太
守
撮
管
」
（
二

 
 
四
五
頁
・
序
文
）
で
あ
り
、
「
宋
中
…
…
」
に
不
安
を
残
す
の
を
除
い
て
、
す

 
 
べ
て
「
交
遊
」
の
義
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
な
お
試
み
に
同
時
代
の
著
名
詩

 
 
人
に
つ
い
て
『
全
唐
詩
索
引
』
で
調
べ
る
と
、
二
面
・
王
昌
齢
・
峯
参
に
は

 
 
例
が
無
く
、
孟
浩
然
に
一
例
で
交
遊
の
義
な
し
、
李
白
に
五
例
う
ち
交
遊
の

 
 
義
に
近
い
も
の
一
例
「
去
婦
詞
」
（
『
全
唐
詩
』
巻
一
六
五
）
、
杜
甫
に
四
例
う

 
 
ち
交
遊
の
義
は
二
例
「
秋
日
菱
府
詠
懐
…
…
」
（
『
同
』
巻
二
一
二
〇
）
「
玉
章
大

 
 
夫
之
奮
」
（
『
同
』
竪
林
三
三
）
で
あ
る
。

（
2
1
）
 
衛
八
が
書
き
残
し
た
詩
に
高
金
が
和
し
た
、
つ
ま
り
衛
星
は
そ
の
場
に
は

 
 
い
な
か
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
が
、
今
は
そ
う
と
は
考
え
な
い
。

（
2
2
）
 
な
お
三
句
目
の
「
敦
知
」
に
は
、
『
漢
語
大
詞
典
』
に
よ
れ
ば
「
深
刻
了
解
；

 
 
清
楚
地
知
道
。
」
つ
ま
り
「
熟
知
」
の
意
味
が
あ
る
。

（
2
3
）
 
確
認
し
た
も
の
で
は
、
『
全
唐
詩
』
（
巻
二
一
四
）
が
「
邑
城
字
」
、
『
唐
詩

 
 
品
彙
』
（
巻
八
三
・
注
冷
乱
舞
）
・
四
面
全
書
本
『
高
常
侍
集
』
（
巻
五
・
文
淵

 
 
豆
本
）
が
「
得
成
字
」
に
作
る
。
ま
た
院
廷
喩
『
訂
正
再
版
高
常
侍
詩
校
注
』

 
 
二
〇
六
頁
（
一
九
八
○
年
、
国
立
編
戸
館
中
華
叢
書
編
審
委
員
会
）
は
『
唐

 
 
詩
紀
』
に
も
「
得
城
字
」
が
あ
る
と
す
る
が
、
未
確
認
。

（
2
4
）
 
但
し
七
首
の
う
ち
「
重
陽
」
は
孫
氏
『
校
注
』
・
劉
愚
計
『
高
適
詩
集
編
年

 
 
箋
註
』
（
一
九
八
一
年
、
中
華
書
局
）
で
は
誤
収
詩
と
す
る
。

（
2
5
）
 
注
（
1
0
）
「
高
畠
の
離
別
詩
に
つ
い
て
」
参
照
。

（
2
6
）
 
但
し
『
奮
唐
書
』
（
巻
五
十
）
刑
法
志
「
初
、
西
京
文
武
官
陸
大
悪
等
階
賊

 
 
來
蹄
、
崔
器
草
儀
、
蓋
令
免
冠
徒
跣
、
撫
麿
號
泣
、
以
金
吾
府
縣
人
血
園
之
、

 
 
於
朝
謝
罪
、
斬
付
大
理
京
兆
翼
々
繋
之
。
…
…
監
事
烈
・
張
増
・
直
納
・
濁

 
 
孤
官
等
七
人
、
於
大
理
寺
獄
賜
自
蓋
。
達
案
摯
・
張
胚
・
李
有
孚
・
聖
子
英
・

 
 
早
大
華
二
十
一
人
、
於
京
兆
府
引
決
重
書
死
。
」
の
劉
子
鳥
な
ら
ば
、
官
禄
山

 
 
の
反
乱
軍
に
荷
担
し
た
罪
で
、
死
刑
に
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。

（
2
7
）
 
二
〇
〇
〇
年
、
安
徽
大
学
出
版
社
。

（
2
8
）
 
ち
な
み
に
前
鶴
甲
（
5
2
）
で
言
及
し
た
斐
覇
と
斐
耀
卿
は
、
西
春
斐
の
系

 
 
列
。

（
2
9
）
 
『
奮
唐
書
』
（
巻
九
四
）
・
『
新
唐
戸
』
（
巻
一
一
四
）
崔
融
傳
。

（
3
0
）
 
『
登
科
記
考
』
（
巻
四
）
大
足
元
年
・
諸
科
・
抜
葦
科
、
（
巻
五
）
開
元
二
年
・

 
 
諸
科
・
良
材
異
質
科
。

（
3
1
）
 
『
登
科
記
考
』
（
巻
八
）
。

（
3
2
）
 
天
引
五
三
、
李
白
・
杜
甫
と
漢
上
に
遊
ん
だ
時
の
作
と
す
る
。

（
3
3
）
 
孫
氏
『
校
注
』
は
『
清
影
宋
抄
本
高
常
侍
集
』
、
注
（
2
3
）
院
氏
『
校
注
』
一

 
 
〇
〇
頁
は
『
唐
詩
紀
』
の
題
下
注
も
同
じ
い
と
す
る
が
、
未
確
認
。

（
3
4
）
 
改
官
に
相
当
の
年
月
を
要
し
、
再
選
が
必
須
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

 
 
前
稿
注
（
3
3
）
参
照
。

（
3
5
）
 
『
唐
代
先
進
地
帯
の
荘
園
』
四
「
荘
園
の
人
的
構
成
」
1
1
「
荘
家
」
（
3
）

 
 
「
寄
浮
戸
」
（
自
家
出
版
、
一
九
八
六
年
）
。
ま
た
「
地
方
官
の
寄
磐
戸
化
の

 
 
風
潮
は
州
県
末
端
の
低
層
官
人
の
間
に
ま
で
普
く
浸
透
し
て
お
り
、
従
っ
て

 
 
寄
辞
書
の
大
多
数
は
下
層
官
人
上
り
の
者
で
占
め
ら
れ
て
い
た
筈
で
あ
る
。
」

 
 
と
も
述
べ
る
。
な
お
寄
裏
戸
に
つ
い
て
は
早
く
は
加
藤
繁
『
支
那
経
済
史
考

 
 
証
 
上
巻
』
十
「
豊
幡
時
代
の
荘
園
の
組
織
並
に
其
の
聚
落
と
し
て
の
発
達

 
 
に
就
き
て
」
（
一
九
五
二
年
、
東
洋
文
庫
）
に
指
摘
が
あ
る
。
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上の高適（下）

（
3
6
）
 
『
国
国
高
潮
国
名
唐
文
化
』
（
一
九
九
八
年
、
北
京
大
学
出
版
社
）
「
盛
前
田

 
 
園
詩
和
文
人
的
隠
居
方
式
」
九
五
、
六
頁
。

（
3
7
）
 
同
上
九
六
頁
。

（
3
8
）
 
「
田
家
」
は
「
寄
荘
戸
」
に
限
ら
ず
、
ひ
ろ
く
「
荘
園
」
の
意
に
用
い
ら
れ

 
 
る
。
高
言
詩
に
は
「
田
家
」
の
用
例
が
三
つ
あ
る
。
「
田
家
春
望
」
（
二
六
頁
、

 
 
詩
題
の
み
）
「
寄
宿
田
家
」
（
五
二
頁
）
「
武
威
同
諸
公
軽
罰
七
山
人
」
（
二
四

 
 
〇
頁
）
で
あ
り
、
ま
た
「
古
歌
行
」
（
五
三
頁
）
に
は
「
田
舎
」
と
あ
る
。
こ

 
 
の
う
ち
「
寄
宿
田
家
」
「
古
歌
行
」
は
、
隠
逸
す
る
士
人
の
荘
園
を
指
す
。
ま

 
 
た
「
田
家
春
望
」
の
「
田
家
」
は
高
適
当
ら
の
そ
れ
で
あ
り
、
〈
周
〉
が
指

 
 
蔵
す
る
よ
う
に
、
洋
上
の
別
業
を
指
す
可
能
性
が
あ
り
、
そ
う
す
る
と
「
田

 
 
家
春
望
」
は
塁
上
寓
居
時
期
の
作
品
と
な
る
。

（
3
9
）
 
〈
彰
〉
は
、
其
六
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
外
の
詩
が
す
べ
て
夏
の
も
の
で

 
 
あ
る
の
と
違
っ
て
秋
の
作
品
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
連
作
か
ら
除
外
し
て
い

 
 
る
。

（
4
0
）
 
い
ま
不
十
分
な
証
拠
で
あ
る
が
、
明
・
張
象
之
『
唐
詩
類
苑
』
に
お
い
て

 
 
高
適
の
連
作
や
杜
甫
「
北
征
」
を
収
め
る
人
部
・
行
役
（
巻
一
＝
二
～
二

 
 
五
）
や
そ
れ
以
下
の
羅
旅
・
八
家
・
避
地
・
錦
國
・
還
郷
（
巻
＝
六
～
一

 
 
一
八
）
を
見
る
に
、
高
適
以
前
に
は
紀
行
詩
の
連
作
は
見
あ
た
ら
な
い
。
ち

 
 
な
み
に
高
適
以
後
で
は
銭
起
「
江
行
無
題
七
十
五
首
」
・
元
積
「
西
蹄
絶
句
十

 
 
二
首
」
が
目
立
っ
た
。
ま
た
同
『
古
詩
類
苑
』
人
部
の
行
役
・
羅
旅
・
奔
亡
・

 
流
徒
・
移
家
・
還
都
・
還
郷
・
還
家
（
巻
八
四
）
に
お
い
て
も
高
適
の
よ
う

 
な
十
数
篇
に
も
及
ぶ
も
の
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
吉
川
幸
次
郎
氏
が
指
摘

 
す
る
よ
う
に
紀
行
の
文
学
は
杜
甫
以
前
に
お
い
て
は
賦
の
職
掌
で
あ
っ
た
こ

 
と
と
関
連
し
て
い
よ
う
（
『
杜
甫
私
記
』
「
奉
先
」
、
一
九
八
○
年
、
筑
摩
書

 
房
）
。
な
お
黒
川
洋
一
氏
は
班
彪
「
北
征
賦
」
・
播
岳
「
西
征
賦
」
が
、
杜
甫

 
 
「
自
京
赴
奉
先
縣
詠
懐
五
百
字
」
と
「
単
な
る
紀
行
の
賦
で
は
な
く
、
乱
世

 
に
よ
る
自
分
自
身
の
憂
愁
と
、
社
会
に
対
す
る
憂
愁
と
を
盛
り
込
み
、
詠
懐

 
 
的
要
素
を
持
つ
点
で
は
…
…
似
通
っ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
（
『
杜
甫
』
「
詠

 
 
懐
五
百
字
」
、
一
九
七
三
年
、
筑
摩
書
房
）
が
、
「
乱
世
」
は
と
も
か
く
、
こ

 
 
こ
に
は
高
適
の
連
作
と
も
共
通
す
る
点
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
4
1
）
 
但
し
こ
の
場
合
、
高
適
の
足
取
り
か
ら
す
る
と
、
連
作
の
途
中
ま
で
す
な

 
 
わ
ち
滑
止
ま
で
の
作
品
を
献
呈
し
た
こ
と
に
な
る
可
能
性
も
出
て
く
る
。

（
4
2
）
 
琴
仲
勉
『
元
和
姓
纂
四
四
記
』
巻
五
（
一
九
九
四
年
・
中
華
上
局
刊
の
『
元

 
 
和
姓
纂
（
附
四
校
記
）
』
に
よ
る
）
の
考
証
に
よ
る
と
、
『
奮
唐
書
』
（
巻
一
八

 
 
五
下
）
姜
師
度
傳
に
よ
り
開
元
七
年
に
左
拾
遺
、
『
唐
會
要
』
（
巻
二
十
）
親

 
 
謁
陵
に
よ
り
開
元
十
七
年
に
給
百
中
、
『
朋
府
元
亀
』
（
巻
一
六
二
）
帝
王
部
・

 
 
命
使
二
に
よ
り
開
元
二
一
年
に
簡
較
尚
書
吏
部
侍
郎
江
東
江
西
道
石
慰
使
で

 
 
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
義
々
考
証
の
ほ
か
、
『
奮
上
書
』
（
巻
四
八
）

 
 
食
貨
志
上
に
は
開
元
元
年
に
左
拾
遺
と
あ
り
、
『
全
唐
文
』
（
巻
三
〇
一
）
の

 
 
伝
に
は
「
開
元
時
官
右
拾
遺
」
と
あ
る
。
『
唐
尚
書
省
郎
官
石
柱
題
名
考
』
（
巻

 
 
十
八
）
倉
部
員
外
郎
と
『
唐
御
史
垂
精
舎
題
名
考
』
（
巻
二
）
碑
陰
題
名
・
殿

 
 
中
侍
御
史
兼
内
供
奉
（
武
壷
中
至
玄
宗
末
）
に
も
そ
の
名
が
見
え
る
。

〔
補
記
〕
な
お
本
稿
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
平
成
十
二
年
度
山
口
県
立
大
学
研

 
 
究
創
作
助
成
事
業
（
研
究
創
作
活
動
（
A
）
）
の
助
成
を
受
け
た
。
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