
楊
維
槙
『
覧
古
』
詩
に
つ
い
て

要

木

純

一

　
楊
維
槙
（
二
一
九
六
～
一
三
七
〇
）
の
別
集
『
鉄
崖
先
生
古
楽
府
』
（
四
部
叢
刊
影
印
本
）
の
巻
八
は
、
そ
の
全
て
が
、
『
覧
古
』
と
題
さ

れ
た
五
言
古
詩
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。

　
従
来
、
楊
維
槙
の
代
表
作
と
言
え
ば
、
『
鉄
崖
先
生
古
楽
府
』
巻
一
か
ら
巻
七
に
収
め
ら
れ
て
い
る
、
七
言
を
基
調
と
し
て
、
長
短
句
お

り
ま
ぜ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
古
樂
府
」
が
そ
う
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
本
人
も
自
負
す
る
と
こ
ろ
の
大
き
か
っ
た
作
品
群
で
あ
る
。
あ
る
い

は
、
当
人
に
と
っ
て
は
半
ば
手
ず
さ
み
の
感
が
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
が
、
後
世
に
な
っ
て
評
価
が
異
常
に
高
く
な
っ
た
、
巻
十
に
収
め
ら

れ
た
七
言
絶
句
、
そ
の
な
か
で
も
特
に
「
西
湖
竹
枝
歌
」
が
代
表
作
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
巻
九
を
占
め
る
五
言
絶
句
．
．
．
楊

維
槙
の
所
謂
「
小
楽
府
」
を
同
時
代
の
作
者
を
圧
倒
す
る
も
の
と
考
え
る
評
者
も
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
決
し
て
量
的
に
ひ
け
を
取
ら
な
い
、

五
言
古
詩
の
『
覧
古
』
詩
に
つ
い
て
は
殆
ど
言
及
さ
れ
な
い
。
低
く
評
価
さ
れ
て
来
た
、
そ
れ
ゆ
え
に
無
視
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
、

思
わ
れ
る
節
が
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
、
元
人
全
体
が
、
五
言
古
詩
を
得
意
と
し
な
か
っ
た
と
い
う
説
が
あ
る
。
明
代
の
批
評
家
、
胡
応
麟
は
そ
の
著
『
詩
藪
』
（
上

海
古
籍
出
版
社
　
一
九
五
八
年
第
1
版
　
一
九
七
九
年
新
1
版
）
外
編
巻
六
「
元
」
で
、
「
元
の
五
言
古
は
、
率
ね
唐
人
を
祖
と
す
」
と
指

摘
し
て
、
元
の
諸
名
家
が
そ
れ
ぞ
れ
唐
の
大
家
の
模
倣
に
努
め
た
こ
と
を
列
挙
し
た
後
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
「
－
…
然
れ
ど
も
藩
籬
は
稽
や
窺
う
も
、
闘
域
は
殊
に
遠
く
、
砕
金
は
時
に
獲
る
も
、
完
壁
は
甚
だ
稀
な
り
。
蓋
し
宋
の
失
は
、
創
撰
に

楊
維
槙
『
覧
古
』
に
つ
い
て

一
九



二
〇

過
ぎ
、
創
撰
の
内
に
、
又
之
を
太
だ
深
き
に
失
す
。
元
の
失
は
、
臨
模
に
過
ぎ
、
臨
模
の
中
に
、
又
之
を
太
だ
浅
き
に
失
す
」

　
前
代
の
唐
代
に
対
し
て
独
創
性
を
狙
い
す
ぎ
る
宋
詩
も
い
た
だ
け
な
い
が
、
元
人
の
五
言
古
詩
は
、
唐
詩
の
浅
薄
な
物
ま
ね
に
過
ぎ
な
い

と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
、
元
に
五
言
古
詩
の
名
作
が
少
な
い
、
そ
れ
は
他
の
時
代
と
比
べ
て
特
異
な
こ
と
だ
と
ま
で
極
言
す
る
。

別
の
項
。

　
「
七
言
律
は
最
も
結
構
し
難
し
、
五
言
古
は
差
や
周
旋
し
易
し
。
元
人
は
然
ら
ず
、
七
言
律
の
韻
の
称
う
者
は
多
き
も
、
五
言
古
の
完
善

な
る
者
は
寡
し
、
力
を
致
す
と
力
を
致
さ
ざ
る
と
耳
」

　
最
も
簡
単
な
は
ず
の
五
言
古
詩
の
ジ
ャ
ン
ル
で
、
元
人
の
作
は
低
調
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
元
人
が
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
力
を
入
れ
な
か
っ
た

か
ら
だ
と
い
う
の
だ
。
ま
た
、
家
元
と
も
五
言
古
詩
が
振
る
わ
な
か
っ
た
と
も
主
張
す
る
。
ま
た
別
の
項
。

　
「
宋
の
五
言
律
は
元
に
勝
り
、
元
の
七
言
律
は
宋
に
勝
る
。
歌
行
絶
句
は
、
皆
元
人
勝
る
。
五
言
古
に
至
り
て
は
、
倶
に
言
う
に
足
ら
ず

臭
」　

た
し
か
に
胡
氏
の
言
は
、
我
々
を
し
て
首
肯
せ
し
め
る
点
が
多
い
。
特
に
楊
維
禎
の
こ
の
『
覧
古
』
四
十
二
首
を
一
瞥
す
る
と
そ
の
感
が

益
々
強
く
な
る
。
そ
の
冒
頭
を
飾
る
「
其
一
」
の
詩
を
見
る
だ
け
で
、
こ
れ
が
文
学
に
お
け
る
個
性
を
過
激
な
ま
で
に
主
張
し
た
あ
の
楊
維

禎
の
詩
な
の
か
と
、
驚
か
せ
る
に
十
分
で
あ
る
。
（
以
下
、
『
覧
古
』
詩
に
つ
い
て
は
、
『
鉄
崖
先
生
古
楽
府
』
（
四
部
叢
刊
影
印
本
）
を
底
本

と
し
、
『
楊
維
禎
詩
集
』
（
卸
志
方
点
校
　
漸
江
古
籍
出
版
社
　
一
九
九
四
）
で
校
定
し
た
。
詩
の
番
号
は
も
と
底
本
に
無
し
。
『
楊
維
禎
詩

集
』
に
拠
っ
た
）

　
「
晋
師
は
天
王
を
納
め
、
大
義
は
白
日
に
披
す
。
引
固
は
藥
子
に
附
し
、
籍
を
奉
じ
て
蛮
夷
に
奔
る
。
道
に
周
郊
の
婦
に
逢
う
に
、
三
歳

は
爾
の
大
期
な
ら
ん
と
。
三
年
に
し
て
ヂ
固
は
死
す
、
婦
言
は
著
亀
の
如
し
（
「
周
郊
」
は
も
と
「
秋
郊
」
に
作
る
。
『
楊
維
禎
詩
集
』
に
よ

っ
て
改
め
る
）
」

　
こ
の
詩
は
『
列
女
伝
』
所
載
の
故
事
に
基
づ
い
て
い
る
。
四
部
叢
刊
本
『
古
列
女
伝
』
巻
八
の
「
周
郊
婦
人
」
の
条
。

　
「
周
郊
婦
人
な
る
者
は
、
周
大
夫
引
固
の
郊
に
遇
い
た
る
の
婦
人
也
。
周
報
王
の
時
、
王
子
朝
は
寵
を
怯
み
て
乱
を
為
し
、
敬
王
と
立
つ

を
争
う
。
敬
王
入
る
を
得
ず
。
引
固
は
、
召
伯
盈
、
原
伯
魯
と
、
子
朝
に
附
す
。
春
秋
魯
昭
二
年
六
月
（
「
二
十
六
年
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
）



晋
師
は
王
を
納
む
。
引
回
は
子
朝
と
周
の
典
籍
を
奉
じ
て
、
之
（
「
楚
」
に
作
る
べ
き
で
あ
ろ
う
）
に
出
奔
す
。
数
日
に
し
て
道
に
周
郊
に

還
る
。
婦
人
は
郊
に
遇
い
て
、
之
を
尤
め
て
曰
く
、
処
れ
ば
則
ち
人
に
勧
め
て
禍
を
為
さ
し
め
、
行
け
ば
則
ち
数
日
に
し
て
而
し
て
反
る
。

是
其
れ
三
歳
を
過
ぎ
ざ
る
乎
。
昭
公
二
十
九
年
に
至
り
て
、
京
師
果
た
し
て
引
固
を
殺
す
。
君
子
謂
う
、
周
郊
の
婦
人
は
引
氏
の
乱
を
助
く

る
を
悪
み
、
天
道
の
祐
け
ざ
る
を
知
る
。
示
す
に
大
期
を
以
て
し
、
終
に
其
の
言
の
如
し
。
云
う
、
辟
を
取
る
こ
と
遠
か
ら
ず
、
昊
天
武
わ

ず
。
此
の
謂
い
也
」

　
「
晋
師
」
、
「
納
王
」
、
「
ヂ
固
」
、
「
附
」
、
「
奉
籍
」
、
「
奔
」
、
「
道
」
、
「
周
郊
婦
」
、
「
三
歳
」
、
「
大
期
」
等
々
、
ほ
と
ん
ど
『
列
女
伝
』
の
記

述
を
襲
っ
て
い
る
。
「
蛮
夷
に
奔
る
」
は
、
原
典
に
そ
の
ま
ま
無
い
よ
う
だ
が
、
引
回
が
楚
に
逃
げ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
『
列
女
伝
』
が

さ
ら
に
典
拠
と
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
二
十
六
年
の
伝
に
は
そ
う
書
か
れ
て
い
る
し
、
括
弧
内
に
あ
る
よ
う
に
「
之
」

が
「
楚
」
の
誤
り
な
ら
ば
、
単
に
韻
を
合
わ
せ
る
た
め
に
、
語
を
換
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
原
典
に
対
し
て
何
ら
特
別
な
潤
色

を
加
え
た
詩
で
は
な
い
。
淡
々
と
事
実
を
述
べ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
。
な
る
ほ
ど
、
敬
王
を
王
位
に
つ
け
た
晋
の
「
大
義
」

を
附
加
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
伝
統
的
な
観
点
を
一
歩
も
出
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
楊
維
槙
に
わ
ざ
わ
ざ
言
っ
て
も
ら
う
ほ
ど
の
こ

と
で
は
な
い
。
王
子
朝
も
、
王
位
簒
奪
を
企
て
た
当
然
非
難
さ
れ
る
べ
き
人
物
で
、
「
藁
子
」
と
い
う
こ
と
ば
に
楊
維
槙
独
自
の
思
い
を
こ

め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
最
後
の
「
婦
言
は
著
亀
の
如
し
」
も
、
『
列
女
伝
』
の
「
終
に
其
り
言
の
如
し
」
を
詩
的
に
言
い
換
え
た
に
過

ぎ
な
い
と
見
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
強
力
な
主
張
で
も
っ
て
、
詩
を
結
ん
だ
と
は
到
底
思
え
な
い
。

　
こ
れ
だ
け
で
は
、
原
典
を
要
約
し
た
だ
け
の
詩
で
は
な
い
か
。
い
や
、
要
約
と
い
う
点
で
も
、
合
格
点
は
も
ら
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

『
列
女
伝
』
に
あ
る
よ
う
に
、
引
固
は
楚
に
逃
げ
る
途
中
で
周
に
引
き
返
し
た
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
行
け
ば
則
ち
数
日
に
し
て

反
る
」
と
い
う
周
郊
婦
人
の
引
固
に
対
す
る
非
難
の
こ
と
ば
が
発
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
あ
た
か
も
蛮
夷
に
逃
げ
る
途
中
に
出
会
っ

た
か
の
よ
う
に
誤
解
さ
せ
る
よ
う
な
、
こ
の
詩
の
省
略
法
に
は
、
史
実
を
十
二
分
に
知
る
読
者
が
対
象
で
あ
る
に
し
て
も
、
や
は
り
、
釈
然

と
し
な
い
も
の
を
感
じ
る
。

　
『
覧
古
』
詩
其
二
も
同
様
に
、
楊
維
槙
ら
し
さ
の
見
ら
れ
な
い
、
余
り
に
素
朴
な
筆
致
の
よ
う
に
み
う
け
ら
れ
る
。

　
「
出
姜
は
㎜
犬
し
て
市
を
過
ぎ
、
天
を
呼
べ
ば
天
実
に
聞
く
。
市
人
は
皆
涕
下
る
、
魯
賊
（
「
魯
賦
」
（
す
な
わ
ち
魯
の
財
産
の
意
）
に
作
る

楊
維
槙
『
覧
古
』
に
つ
い
て

一
二



二
二

べ
き
だ
と
思
う
が
、
未
詳
）
当
に
誰
か
分
か
た
ん
。
出
姜
は
魯
に
帰
（
も
と
欠
文
。
『
楊
維
槙
詩
集
』
に
よ
っ
て
補
う
）
ら
ず
、
麟
書
は
其

の
君
を
誅
せ
り
」

　
こ
れ
は
、
『
春
秋
左
氏
伝
』
文
公
十
八
年
を
典
拠
と
し
た
詩
で
あ
る
。
経
の
「
夫
人
姜
氏
斉
に
帰
る
」
に
対
す
る
伝
に
則
っ
て
い
る
。
文

公
の
死
後
、
後
を
嗣
ぐ
べ
き
息
子
を
殺
さ
れ
た
、
文
公
夫
人
の
姜
氏
が
、
悲
嘆
の
余
り
、
魯
を
捨
て
て
斉
に
帰
っ
て
し
ま
う
。

　
「
夫
人
姜
氏
斉
に
帰
る
と
は
、
大
い
に
帰
る
也
。
将
に
行
か
ん
と
し
て
、
㎜
犬
し
て
而
し
て
市
を
過
ぎ
て
曰
く
、
天
乎
（
よ
）
仲
（
姜
氏
の

子
を
殺
し
た
嚢
仲
）
は
不
道
を
為
し
、
適
（
嫡
）
を
殺
し
て
庶
を
立
つ
。
市
人
は
皆
叩
犬
す
。
魯
人
は
之
を
哀
姜
と
謂
う
」

　
こ
の
記
述
を
詩
の
形
式
に
換
え
た
に
過
ぎ
な
い
と
、
見
な
さ
ざ
る
を
得
ま
い
。
そ
れ
も
、
僅
か
五
言
六
句
の
短
さ
で
あ
る
。
史
実
を
よ
く

記
憶
し
た
読
者
の
み
を
対
象
と
し
た
よ
う
な
、
文
字
の
節
約
ぶ
り
で
あ
る
。
末
二
句
に
、
楊
維
槙
独
特
の
見
解
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
が
、
こ
れ
も
経
「
夫
人
姜
氏
斉
に
帰
る
」
が
所
謂
「
春
秋
の
筆
法
」
で
あ
っ
て
、
文
公
の
後
を
襲
っ
た
宣
公
（
及
び
宣
公
を
擁
立
し

た
裏
仲
）
を
非
難
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
割
合
に
普
通
の
史
観
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ほ
ど
に
感
心
す
る
べ
き
も
の
で
も
あ
る
ま
い
。

　
楊
維
禎
の
門
人
で
、
『
鉄
崖
先
生
古
楽
府
』
を
編
集
し
た
呉
復
が
、
そ
の
序
に
い
う
。

　
「
先
生
は
会
稽
に
在
る
時
、
日
に
詩
一
首
を
課
す
。
史
伝
に
出
入
し
て
、
積
み
て
千
余
篇
に
至
る
。
晩
年
に
取
り
て
而
し
て
之
を
読
み
、

忽
ち
自
ら
笑
い
て
曰
く
、
此
山
豆
に
詩
有
ら
ん
哉
（
や
）
。
亟
や
か
に
童
を
呼
び
て
之
を
焚
か
し
め
、
一
篇
も
遺
さ
ず
。
今
存
す
る
所
の
者
は

皆
先
生
の
銭
塘
、
太
湖
、
洞
庭
間
に
在
り
て
の
得
る
所
の
者
と
云
う
」

　
『
楊
維
禎
年
譜
』
（
孫
小
力
著
　
復
旦
大
学
出
版
社
　
一
九
九
七
）
に
よ
れ
ば
、
楊
維
禎
が
会
稽
で
史
伝
に
出
入
し
て
詩
作
に
励
ん
だ
の

は
、
至
順
元
年
（
二
二
三
〇
）
に
天
台
の
官
を
免
ぜ
ら
れ
た
後
、
至
順
二
年
（
二
三
一
二
）
か
ら
元
統
元
年
（
コ
壬
二
三
）
大
桐
山
に
こ
も

っ
た
と
き
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
の
ち
、
元
統
二
年
（
二
二
三
四
）
に
銭
清
の
塩
湯
司
令
に
転
ぜ
ら
れ
る
。

　
か
つ
て
、
筆
者
は
、
こ
の
『
覧
古
』
詩
こ
そ
が
、
楊
維
禎
が
童
に
焚
か
せ
た
と
称
す
る
詩
で
、
実
は
手
元
に
遺
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、

と
臆
測
、
邪
推
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
正
に
、
「
此
山
豆
に
詩
有
ら
ん
哉
」
と
い
わ
れ
て
も
し
ょ
う
が
な
い
内
容
だ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
呉
復
の
言
、
そ
れ
は
恐
ら
く
楊
維
槙
の
こ
と
ば
を
伝
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
信
じ
る
な
ら
ば
、
『
覧
古
』
詩
は
決
し
て

焚
か
れ
た
詩
で
は
な
く
、
堂
々
た
る
大
家
と
な
っ
て
か
ら
の
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
筆
者
も
、
現
在
で
は
、
楊
維
槙
が
こ
の
『
覧



古
』
詩
に
こ
め
た
思
い
と
い
う
か
、
企
み
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
考
え
る
と
こ
ろ
が
生
じ
て
き
た
。
本
論
を
書
く
所
以
で
あ
る
。

一一

　
『
覧
古
』
詩
が
収
め
ら
れ
て
い
る
、
『
鉄
崖
先
生
古
楽
府
』
巻
八
の
巻
末
に
、
呉
復
の
評
語
が
附
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
「
已
上
凡
そ
四
十
二
首
。
蓋
し
太
白
の
覧
古
、
少
陵
の
遣
興
を
迩
（
お
）
い
て
而
し
て
作
る
也
。
事
は
史
断
に
関
わ
る
と
難
も
、
而
し
て

中
に
詩
法
の
存
す
る
有
り
焉
。
古
詩
を
作
る
者
は
、
其
れ
学
ぶ
無
か
る
可
け
ん
乎
（
や
）
」

　
こ
の
評
語
を
仔
細
に
検
討
し
て
こ
そ
、
駄
作
と
非
難
さ
れ
か
ね
な
い
、
『
覧
古
』
詩
を
作
っ
た
、
楊
維
禎
の
真
意
を
つ
か
む
こ
と
が
出
来

る
と
筆
者
は
考
え
る
。
簡
単
で
素
っ
気
な
い
文
章
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
呉
復
の
他
の
評
語
と
同
様
、
楊
維
禎
か
ら
直
接
間
接
に
こ
の
覧
古

詩
制
作
に
あ
た
っ
て
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
伝
授
さ
れ
た
う
え
で
の
言
葉
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
評
語
に
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
、
太
白
、
す
な
わ
ち
李
白
の
『
覧
古
』
の
迩
を
追
っ
た
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
つ
い
で
少
陵
、
す
な

わ
ち
杜
甫
の
『
遣
興
』
と
の
関
係
、
そ
し
て
楊
維
禎
が
意
図
し
た
『
覧
古
』
詩
に
お
け
る
詩
法
と
は
何
か
、
と
い
う
順
番
で
以
下
論
を
す
す

め
た
い
。

　
楊
維
禎
が
李
白
を
手
本
と
し
た
こ
と
は
、
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
李
白
の
作
品
を
模
倣
し
た
も
の
が
多
数
存
在
す
る
。
し

か
し
、
こ
の
『
覧
古
』
詩
は
、
李
白
の
同
じ
詩
題
を
襲
っ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
李
白
の
そ
れ
と
は
印
象
を
か
な
り
異
と
す
る
。

　
李
白
の
『
覧
古
』
詩
を
引
こ
う
。
『
覧
古
』
と
名
付
け
る
も
の
は
計
二
首
。
四
部
叢
刊
本
『
分
類
補
注
李
太
白
詩
』
巻
二
十
二
、
『
懐
古
』

の
部
に
そ
れ
ら
は
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
「
　
　
蘇
台
覧
古

　
　
旧
苑
の
荒
台
楊
柳
新
た
な
り
、
菱
歌
清
唱
し
春
に
勝
え
ず
。
只
今
唯
だ
江
西
の
月
有
る
の
み
、
曽
て
照
ら
せ
り
呉
王
宮
裏
の
人
。

　
　
　
　
　
越
中
覧
古

楊
維
槙
『
覧
古
』
に
つ
い
て

三
二



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

　
　
越
王
句
践
呉
を
破
り
て
帰
り
、
義
士
家
に
還
り
て
尽
く
錦
衣
な
り
。
宮
女
は
花
の
如
く
春
殿
に
満
つ
、
只
今
唯
だ
鷓
鴣
の
飛
ぶ
有
る
の

　
み
」

　
こ
れ
ら
は
、
実
際
に
呉
、
越
の
旧
跡
を
覧
て
詠
ん
だ
詩
で
あ
る
。
対
し
て
、
楊
維
槙
の
『
覧
古
』
詩
は
名
所
旧
跡
を
前
に
し
て
い
る
の
で

は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
、
史
書
を
前
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
に
し
え
の
姿
の
跡
形
も
な
い
旧
跡
を
、
目
の
当
た
り
に
し
て
わ
き
起
こ
る

感
懐
が
、
李
白
の
『
覧
古
』
の
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
ろ
う
が
、
楊
維
槙
の
『
覧
古
』
詩
に
は
そ
の
よ
う
な
時
間
の
推
移
の
感
覚
は
皆
無
で
あ

る
。
そ
も
そ
も
、
李
白
の
『
覧
古
』
は
七
言
絶
句
で
あ
る
こ
と
だ
け
か
ら
し
て
、
楊
維
禎
の
五
言
古
詩
の
『
覧
古
』
と
似
て
非
な
る
も
の
で

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
李
白
の
『
覧
古
』
詩
は
、
李
白
が
崇
拝
し
た
陳
子
昂
の
『
覧
古
』
を
当
然
意
識
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
楊
維
禎
の
『
覧
古
』
詩
は
、
こ
れ

と
比
べ
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
『
陳
伯
玉
文
集
』
（
四
部
叢
刊
本
）
巻
二
に
、
「
＋
創
丘
覧
古
　
盧
居
士
蔵
用
に
贈
る
」
と
題
し
て
、
六
首
並
び

に
序
を
収
め
る
が
、
内
最
初
の
三
首
を
引
く
。

　
「
軒
韓
台

　
北
の
か
た
葡
丘
に
登
り
て
望
み
、
古
え
の
軒
較
台
を
求
む
。
応
龍
は
已
に
見
え
ず
、
牧
馬
は
黄
埃
を
生
ず
。
尚
想
う
広
成
子
の
、
迩
を
白

雲
の
隈
に
遺
す
を
。

　
　
燕
昭
王

　
南
の
か
た
隅
石
館
に
登
り
、
遙
か
に
黄
金
台
を
望
む
。
丘
陵
は
尽
く
喬
木
な
り
、
昭
王
は
安
く
に
在
り
哉
。
覇
図
は
恨
と
し
て
已
わ
ん
ぬ

突
、
馬
を
駆
り
て
復
た
帰
来
す
。

　
　
楽
生

　
王
道
已
に
倫
昧
、
戦
国
競
い
て
兵
を
貪
る
。
楽
生
何
ぞ
感
激
し
て
、
義
に
侯
り
て
斉
城
を
下
す
。
雄
図
立
見
に
中
天
し
、
歎
き
を
遺
し
て
阿

衡
に
寄
す
」

　
序
に
「
燕
の
旧
都
を
歴
観
す
」
と
あ
る
の
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
ら
も
、
実
際
に
戦
国
時
代
の
燕
の
遺
跡
を
前
に
し
て
の
詩
で
あ
る
。

「
軒
韓
台
」
、
「
燕
昭
王
」
は
遺
跡
を
「
望
」
ん
だ
り
、
「
登
」
つ
た
り
、
「
馬
を
駆
」
つ
た
り
、
遊
覧
の
詩
で
あ
る
こ
と
を
字
句
で
明
ら
か
に



示
し
て
い
る
。
「
丘
陵
は
尽
く
喬
木
な
り
、
昭
王
は
安
く
に
在
り
哉
」
の
部
分
な
ど
は
、
現
在
と
過
去
と
の
時
間
の
隔
た
り
を
意
識
し
て
い

る
点
は
李
白
の
『
覧
古
』
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
楽
生
」
以
下
「
燕
太
子
」
、
「
田
光
先
生
」
、
「
卸
子
」
に
な
る
と
、
遊
覧
の
記
述
は

な
く
な
り
、
遺
跡
を
前
に
し
て
詠
ん
だ
と
し
て
鑑
賞
す
る
と
そ
れ
な
り
に
深
い
感
慨
を
引
き
起
こ
す
が
、
推
移
の
感
覚
か
ら
離
れ
て
、
独
立

し
た
詩
と
し
て
読
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
五
言
古
詩
で
あ
り
、
そ
の
短
さ
も
楊
維
禎
の
『
覧
古
』
詩
と
相
通
じ
る
。

　
さ
ら
に
覧
古
詩
の
系
譜
を
さ
か
の
ぼ
ろ
う
。
す
る
と
、
盧
謹
の
『
覧
古
』
に
行
き
当
た
る
。
「
覧
古
」
と
い
う
題
の
詩
で
は
、
こ
れ
が
現

存
で
最
も
早
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
四
部
叢
刊
本
『
六
臣
註
文
選
』
巻
二
十
二
所
収
の
も
の
を
引
く
。

　
「
趙
氏
に
和
壁
有
り
、
天
下
伝
わ
ら
ざ
る
無
し
。
秦
人
来
り
て
市
（
あ
き
な
）
う
を
求
む
る
も
、
豚
の
価
は
徒
ら
に
空
言
な
り
。
之
に
与

う
れ
ば
将
に
売
ら
見
ん
と
し
、
与
え
ざ
れ
ば
患
い
を
致
す
を
恐
る
。
才
を
簡
（
え
ら
）
び
て
行
李
に
備
え
、
国
命
を
し
て
全
か
ら
令
め
ん
こ

と
を
図
る
。
藺
生
は
下
位
に
在
る
も
、
穆
子
は
其
の
賢
を
称
う
。
辞
を
奉
じ
て
馳
せ
て
境
を
出
で
、
載
に
伏
し
て
径
ち
に
関
に
入
る
。
秦
王

は
殿
に
御
し
て
坐
し
、
趙
使
は
節
を
擁
し
て
前
む
。
秩
を
揮
い
て
金
柱
を
睨
み
、
身
と
玉
と
倶
に
掲
て
ん
こ
と
を
要
す
。
連
城
は
既
に
偽
り

て
往
き
、
荊
玉
も
亦
た
真
に
還
る
。
袋
に
濯
池
の
会
に
在
り
て
、
二
主
剋
く
交
歓
す
。
昭
嚢
は
力
を
負
（
た
の
）
ま
ん
と
欲
す
る
も
、
相
如

は
其
の
端
を
折
（
く
じ
）
く
。
皆
血
は
下
り
て
襟
を
需
し
、
怒
髪
は
上
り
て
冠
を
衝
く
。
西
缶
は
終
い
に
双
り
な
が
ら
撃
ち
、
東
琶
は
隻
り

に
て
は
弾
か
ず
。
生
を
捨
つ
る
は
山
豆
に
易
か
ら
ざ
ら
ん
や
、
死
に
処
す
る
は
誠
に
独
り
難
し
。
稜
威
す
章
台
の
顛
、
彊
禦
も
亦
た
干
さ
ず
。

節
を
屈
す
邯
鄲
の
中
、
首
を
挽
し
て
忍
び
で
軒
を
回
ら
す
。
廉
公
は
何
為
る
者
ぞ
、
荊
を
負
い
て
廠
の
讐
ち
を
謝
す
。
智
勇
は
当
世
を
蓋
い
、

弛
と
張
と
我
を
し
て
歎
ぜ
使
む
」

　
五
言
古
詩
の
詩
形
で
、
古
跡
を
目
の
当
た
り
に
し
た
上
で
読
ま
れ
た
詩
で
な
い
と
い
う
点
で
、
か
な
り
楊
維
槙
の
『
覧
古
』
詩
に
似
て
い

る
と
い
え
そ
う
だ
が
、
や
は
り
違
う
。
こ
ち
ら
の
方
が
圧
倒
的
に
分
量
が
多
く
、
微
に
入
り
細
に
穿
っ
た
物
語
的
描
写
に
富
ん
で
い
る
。
楊

維
槙
の
は
、
最
長
高
々
十
二
句
。
読
者
の
知
識
を
前
提
と
し
て
、
冗
舌
に
物
語
る
こ
と
を
欲
せ
ず
、
人
物
の
せ
い
ぜ
い
二
、
三
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
点
綴
す
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
こ
の
詩
は
『
文
選
』
の
「
詠
史
」
の
部
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
覧
古
」
と
い
う
題
名
の
枠
を
離
れ
て
、
「
詠
史
」
の
ジ
ャ
ン
ル

を
遡
っ
て
い
き
た
い
が
、
詠
史
詩
と
な
る
と
、
中
国
文
学
史
上
あ
ま
り
に
重
要
で
対
象
が
大
き
す
ぎ
る
。
同
部
に
収
め
ら
れ
て
い
る
左
思
や

楊
維
槙
『
覧
古
』
に
つ
い
て

二
五



ムノ＼

王
簗
の
作
品
等
当
然
言
及
す
べ
き
も
の
を
追
っ
て
い
く
余
裕
は
今
な
い
。
こ
こ
で
は
、
他
を
顧
み
ず
、
真
偽
は
と
も
か
く
、
「
詠
史
」
の
祖

と
さ
れ
る
、
班
固
の
作
と
伝
え
ら
れ
る
も
の
に
直
ち
に
赴
こ
う
。
四
部
叢
刊
本
『
六
臣
註
文
選
』
巻
三
十
六
　
王
融
「
永
明
九
年
策
秀
才
文
」

の
李
善
注
に
引
か
れ
、
『
詩
品
』
（
『
歴
代
詩
話
』
中
華
書
局
　
一
九
八
二
所
収
）
序
で
「
孟
堅
（
班
固
）
は
才
流
に
し
て
、
而
し
て
掌
故
に

老
な
り
。
其
の
詠
史
を
観
れ
ば
、
感
歎
の
詞
有
り
」
と
た
た
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
三
王
徳
弥
よ
薄
く
、
惟
れ
後
に
肉
刑
を
用
い
る
。
太
蒼
は
有
罪
を
し
て
、
道
を
長
安
城
に
作
ら
令
む
。
自
ら
恨
む
ら
く
身
に
子
無
け
れ

ば
、
困
急
し
て
独
り
煢
煢
た
り
と
。
小
女
父
の
言
を
痛
む
も
、
死
す
る
者
は
復
た
と
生
き
ず
。
上
書
し
て
閾
下
に
詣
り
、
古
を
思
い
で
鶏
鳴

を
歌
う
。
憂
心
擢
き
て
折
裂
し
、
農
風
は
激
声
を
揚
ぐ
。
聖
漢
の
孝
文
帝
は
、
惻
然
と
し
て
至
情
に
感
ず
。
百
男
何
ぞ
憤
憤
と
し
て
、
一
り

の
提
榮
に
如
か
ざ
る
」

　
刑
罰
を
受
け
る
父
を
、
少
女
の
身
で
あ
り
な
が
ら
救
お
う
と
す
る
、
縄
紮
の
故
事
を
述
べ
る
。
分
量
は
多
い
こ
と
は
多
い
が
、
そ
れ
で
も

な
お
楊
維
槙
の
『
覧
古
』
の
筆
致
に
相
通
ず
る
も
の
を
感
じ
る
。
物
語
的
な
細
か
な
描
写
は
避
け
、
二
、
三
の
印
象
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
選

ん
で
、
単
刀
直
入
に
感
懐
を
述
べ
て
い
る
よ
う
な
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
総
じ
て
大
人
物
の
偉
大
さ
を
詠
む
の
で
は
な
く
て
、
弱
点
の
多
い

小
人
物
、
あ
る
い
は
史
上
有
名
で
あ
っ
て
も
、
一
般
人
と
共
通
点
を
持
つ
よ
う
な
人
物
を
、
主
人
公
に
、
ま
た
、
相
手
役
に
選
ぶ
よ
う
な
点

で
あ
る
。

　
覧
古
話
ま
た
詠
史
詩
の
伝
統
の
中
で
、
李
白
の
覧
古
詩
は
、
七
言
絶
句
で
あ
る
こ
と
を
初
め
と
し
て
、
か
な
り
特
異
な
よ
う
で
あ
り
、
楊

維
槙
の
『
覧
古
』
詩
の
模
倣
の
対
象
で
は
な
い
よ
う
に
一
見
思
わ
れ
る
が
、
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
や
は
り
伝
統
の
中
に
有
る
も
の
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
蘇
台
覧
古
」
に
あ
ら
わ
れ
る
「
呉
王
宮
裏
の
人
」
、
「
越
中
覧
古
」
に
あ
ら
わ
れ
る
「
宮
女
」
や
「
義
士
」
。
こ
れ
ら

は
、
李
白
に
と
っ
て
、
呉
王
や
越
王
よ
り
も
大
切
な
表
現
対
象
で
あ
っ
た
。
現
実
に
は
失
わ
れ
、
人
々
の
記
憶
に
留
ま
っ
た
り
、
認
識
に
入

る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
が
、
少
な
く
と
も
文
学
の
対
象
と
し
て
は
永
遠
に
失
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
達
で
あ
っ
た
。

　
同
様
に
か
弱
く
、
歴
史
の
中
に
埋
も
れ
て
し
ま
い
そ
う
な
縄
紮
、
ち
っ
ぽ
け
な
存
在
で
あ
っ
た
の
が
、
父
を
救
う
と
い
う
男
勝
り
の
行
動

を
し
で
か
し
た
こ
と
が
、
班
固
の
筆
に
よ
っ
て
辛
う
じ
て
後
世
に
伝
え
ら
れ
る
べ
く
表
現
さ
れ
た
こ
と
に
、
楊
維
槙
は
興
趣
を
感
じ
て
い
た

ら
し
く
、
「
銀
瓶
女
」
と
い
う
詩
の
中
で
彼
女
の
名
を
使
っ
て
い
る
。
『
楊
維
槙
詩
集
』
「
鉄
崖
詠
史
」
巻
八
所
収
の
「
銀
瓶
女
」
。



　
「
岳
家
の
父
は
、
国
を
之
城
く
。
秦
家
の
奴
は
、
国
を
之
傾
く
。
皇
天
は
霊
な
ら
ず
、
我
が
父
と
兄
と
を
殺
す
。
嵯
あ
我
れ
銀
瓶
、
我
父

の
為
に
は
綻
榮
。
生
き
て
は
父
の
死
を
贖
わ
ず
、
生
ま
る
る
無
き
に
如
か
ず
。
千
尺
の
井
、
一
尺
の
瓶
、
瓶
中
の
水
に
精
衛
鳴
く
」

　
こ
の
「
銀
瓶
女
」
は
、
文
淵
閣
四
庫
全
書
本
『
鉄
崖
古
楽
府
補
』
に
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
次
の
序
が
つ
い
て
い
る
。

　
「
宋
の
岳
那
公
（
飛
）
の
幼
女
也
。
王
は
収
容
せ
被
れ
、
女
は
銀
瓶
を
負
い
て
投
水
し
て
死
す
。
今
祠
は
漸
憲
司
の
右
に
在
り
」

　
精
衛
、
綻
紫
、
銀
瓶
と
続
く
、
運
命
に
う
ち
ひ
し
が
れ
な
が
ら
、
真
っ
直
ぐ
に
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
少
女
達
の
系
譜
を
一
首
の
中
に
盛

り
込
ん
で
い
る
。
そ
の
魂
に
迫
ら
れ
る
よ
う
に
、
楊
維
槙
は
鎮
魂
の
歌
を
作
っ
て
い
く
。
歴
史
か
ら
、
何
か
教
訓
を
得
よ
う
と
か
、
新
し
い

史
観
を
う
ち
立
て
よ
う
と
か
、
そ
の
志
向
は
、
覧
古
詩
ま
た
詠
史
詩
に
伝
統
的
に
濃
厚
で
あ
っ
て
、
楊
維
禎
の
『
覧
古
』
詩
に
も
そ
の
側
面

が
た
し
か
に
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
志
向
を
ひ
と
ま
ず
お
さ
え
て
、
あ
ま
り
自
分
の
考
え
を
表
に
打
ち
出
さ
ず
に
、
た
だ
「
古
え
を
覧
る
」
だ

け
、
過
去
の
人
々
の
、
失
わ
れ
ゆ
く
営
為
や
心
情
に
ひ
た
す
ら
思
い
を
致
す
側
面
も
強
い
と
思
う
。
あ
た
か
も
そ
う
す
る
こ
と
が
、
時
間
の

流
れ
を
押
し
と
ど
め
よ
う
と
す
る
、
抵
抗
で
あ
る
か
の
ご
と
く
。
こ
う
考
え
る
と
、
楊
維
禎
の
『
覧
古
』
詩
が
李
白
の
そ
れ
を
学
ん
だ
と
い

う
の
が
よ
く
わ
か
る
気
が
す
る
。
た
と
い
、
遺
跡
を
目
の
当
た
り
に
見
た
詩
で
な
い
に
せ
よ
、
詩
形
を
異
に
す
る
に
せ
よ
、
底
流
に
お
い
て

は
、
伝
統
的
と
さ
れ
る
他
の
『
覧
古
』
詩
や
『
詠
史
』
詩
よ
り
も
、
楊
維
槙
の
趣
向
に
最
も
近
い
と
こ
ろ
に
李
白
の
『
覧
古
』
詩
は
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
。

　
こ
の
よ
う
な
楊
維
槙
『
覧
古
』
詩
の
作
風
の
由
来
を
ど
こ
に
求
め
る
べ
き
か
。
筆
者
は
、
宋
元
革
命
に
お
い
て
、
真
っ
直
ぐ
に
生
き
た
多

く
の
人
が
非
運
に
死
ん
で
い
っ
て
、
忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
に
対
す
る
悲
哀
の
情
に
求
め
た
い
。
楊
維
槙
『
覧
古
』
詩
、
其
四
十
一
。

　
「
東
人
は
降
款
を
送
り
、
西
人
は
降
城
を
納
む
。
長
沙
の
李
太
守
は
、
死
を
誓
い
て
城
に
盟
わ
ず
。
高
楼
一
た
び
火
を
挙
げ
、
老
稚
は
同

に
焦
冥
す
」

　
李
太
守
と
は
、
李
苗
（
『
宋
史
』
巻
二
百
九
に
伝
あ
り
）
。
元
に
嚢
州
城
を
明
け
渡
す
こ
と
に
な
っ
て
も
、
降
伏
す
る
を
肯
ん
ぜ
ず
、
自
害

す
る
。
そ
れ
は
ま
だ
し
も
、
敵
の
辱
め
を
受
け
さ
せ
ぬ
た
め
に
、
さ
ら
に
一
族
を
皆
殺
し
に
す
る
と
い
う
、
痛
ま
し
い
話
で
あ
る
。
教
訓
を

述
べ
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、
自
己
の
感
懐
も
述
べ
な
い
。
冷
酷
な
歴
史
の
前
で
は
、
た
だ
拱
手
傍
観
す
る
の
み
。
し
か
し
、
こ
の
悲
劇
は
忘

れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
、
楊
維
槙
に
と
っ
て
は
そ
う
思
う
こ
と
自
体
が
大
切
な
の
で
あ
り
、
一
種
の
鎮
魂
な
の
で
あ
る
。
李
白
の
作
品
の
中

楊
維
禎
『
覧
古
』
に
つ
い
て

二
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二
八

で
、
歴
史
を
扱
い
、
そ
れ
に
李
白
自
身
の
生
き
方
を
重
ね
る
も
の
と
し
て
は
、
雄
渾
な
「
古
風
」
が
あ
り
、
李
白
の
五
言
古
詩
の
代
表
作
と

し
て
指
を
屈
す
る
べ
き
で
あ
る
が
、
楊
維
槙
が
同
じ
五
言
古
詩
体
を
用
い
な
が
ら
、
「
古
風
」
の
祖
述
で
は
な
く
、
「
古
風
」
に
比
べ
れ
ば
軽

薄
短
小
で
主
張
に
乏
し
い
七
言
絶
句
の
「
覧
古
」
の
祖
述
に
向
か
っ
た
の
は
、
如
上
の
理
由
に
よ
る
と
考
え
る
。

一二

　
張
雨
の
「
『
鉄
崖
先
生
古
楽
府
』
叙
」
に
よ
れ
ば
、
楊
維
槙
の
古
楽
府
は
、

　
「
上
は
漢
魏
に
法
り
、
而
し
て
少
陵
二
李
の
間
に
出
入
す
」

と
い
う
。
杜
甫
、
李
白
、
李
賀
に
学
ん
だ
と
い
う
。
こ
の
う
ち
、
李
白
、
李
賀
に
つ
い
て
は
読
者
を
し
て
ほ
ぼ
納
得
せ
し
め
る
で
あ
ろ
う
が
、

杜
甫
に
つ
い
て
は
直
ち
に
は
首
肯
し
が
た
い
。
も
っ
と
も
、
『
鉄
崖
先
生
古
楽
府
』
の
巻
十
所
収
の
「
漫
興
」
七
首
で
は
、
自
序
に
、

　
「
杜
を
学
ぶ
も
の
は
、
必
ず
其
の
情
性
語
言
を
得
て
、
而
し
て
後
に
可
な
り
。
其
の
情
性
語
言
を
得
る
に
は
、
必
ず
其
の
漫
興
よ
り
始
む

べ
し
」

と
述
べ
て
、
杜
甫
の
「
慢
興
」
詩
の
模
作
を
披
露
し
て
い
る
。
楊
維
禎
が
杜
甫
の
主
流
の
作
品
で
は
な
く
て
、
内
容
と
し
て
も
韻
律
と
し
て

も
弛
緩
の
み
ら
れ
る
「
慢
興
」
の
ご
と
き
詩
に
興
味
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
楊
維
槙
が
杜
甫
の
「
遣
興
」
の
後
を
追
っ
て
『
覧

古
』
詩
を
作
っ
た
と
、
呉
復
が
述
べ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
と
意
味
合
い
が
違
う
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
「
遣
興
」
は
、
楊
維
禎
の
『
覧
古
』

詩
と
い
う
こ
の
か
な
り
奇
異
な
詩
群
に
、
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
杜
甫
の
「
遣
興
」
と
題
す
る
詩
は
二
十
首
も
あ
る
。
そ
の
全
て
が
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
く
て
、
筆
者
の
み
る
と
こ
ろ
、
楊
維
槙
が
意

識
し
た
の
は
つ
ぎ
の
遣
興
五
首
で
あ
る
。
四
部
叢
刊
本
『
分
門
集
注
杜
工
部
集
』
巻
十
三
懐
古
の
部
に
あ
る
。

　
「
　
　
其
一

　
蟄
龍
は
三
冬
に
臥
し
、
老
鶴
は
万
里
の
心
。
昔
時
の
賢
俊
の
人
、
未
だ
遇
わ
ざ
る
こ
と
猶
お
今
を
視
る
が
如
し
。
替
康
は
死
を
得
ず
、
孔

明
は
知
音
有
り
。
又
塊
底
の
松
の
如
く
、
用
舎
は
尋
ぬ
る
所
に
在
り
。
大
い
な
る
哉
霜
雪
の
軟
、
歳
久
し
く
し
て
枯
林
と
為
る
。



　
　
　
　
　
其
二

　
昔
者
鹿
徳
公
は
、
未
だ
曽
て
州
府
に
入
ら
ず
。
嚢
陽
の
者
旧
の
間
に
、
処
士
は
節
独
り
苦
し
む
。
山
豆
に
時
を
済
う
の
策
無
か
ら
ん
や
、
終

い
に
立
見
い
に
羅
習
を
畏
る
。
林
茂
り
て
鳥
は
帰
る
有
り
、
水
深
く
し
て
魚
は
聚
う
を
知
る
。
家
を
挙
げ
て
鹿
門
に
隠
る
、
劉
表
は
焉
ん
ぞ
取

る
を
得
ん
や
。

　
　
　
　
　
其
三

　
陶
潜
は
俗
を
避
く
る
の
翁
な
る
も
、
未
だ
必
ず
し
も
道
に
達
す
る
能
わ
ず
。
其
の
著
わ
す
詩
集
を
観
る
に
、
頗
る
亦
た
枯
槁
を
恨
む
。
達

生
は
山
豆
に
是
れ
足
ら
ん
や
、
黙
識
は
蓋
し
早
か
ら
ず
。
子
有
り
賢
と
愚
と
、
何
ぞ
其
れ
懐
抱
に
掛
く
る
や
。

　
　
　
　
　
其
四

　
賀
公
は
雅
に
呉
語
に
し
て
、
位
に
在
り
て
は
常
に
清
狂
な
り
き
。
上
疏
し
て
骸
骨
を
乞
い
、
黄
冠
に
し
て
故
郷
に
帰
る
。
爽
気
は
致
す
可

か
ら
ず
、
斯
の
人
今
や
則
ち
亡
し
。
山
陰
の
一
茅
宇
、
江
海
は
日
に
清
涼
な
ら
ん
。

　
　
　
　
　
其
五

　
吾
は
憐
れ
む
孟
浩
然
の
、
短
褐
に
し
て
長
夜
に
即
く
を
。
詩
を
賦
す
る
こ
と
何
ぞ
必
ず
し
も
多
か
る
べ
き
、
往
々
に
し
て
飽
謝
を
凌
ぐ
。

清
江
旧
魚
空
し
く
、
春
雨
甘
蔗
を
余
す
。
東
南
の
雲
を
望
む
毎
に
、
人
を
し
て
幾
た
び
か
悲
唾
せ
令
む
る
」

　
其
五
の
孟
浩
然
を
除
い
て
、
対
象
と
な
っ
た
人
物
は
み
な
楊
維
槙
の
『
覧
古
』
詩
に
以
下
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
。

「
　
　
　
其
二
十

　
会
稽
の
替
叔
夜
、
才
気
は
浩
と
し
て
群
な
ら
ず
。
平
生
鍛
に
癖
す
、
余
の
好
む
は
琴
尊
に
在
り
。
如
か
ず
一
た
び
長
嘯
し
て
、
琴
を
携
え

て
蘇
門
に
学
ぶ
に
。
憐
む
可
し
広
陵
散
、
奇
弄
は
今
に
聞
ゆ
る
無
し
。

　
　
　
　
　
其
十
八

　
嚢
陽
に
高
士
有
り
、
生
産
は
曽
て
治
め
ず
。
何
を
以
て
妻
子
に
遺
す
、
鹿
門
に
深
期
有
り
。
籍
籍
と
し
て
歯
牙
に
論
じ
、
龍
鳳
も
て
諸
児

に
名
づ
く
。
諸
葛
床
下
に
拝
す
る
は
、
是
れ
地
橋
の
師
な
る
可
け
ん
や
。

　
　
　
　
　
其
二
十
六

　
　
楊
維
禎
『
覧
古
』
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九



三
〇

　
青
青
た
る
五
柳
の
宅
、
貧
に
し
て
三
径
の
資
無
し
。
去
り
て
建
威
の
幕
に
参
ず
る
は
、
貧
の
為
に
し
て
良
に
亦
た
非
な
り
。
彰
沢
八
十
日
、

胡
為
れ
ぞ
遽
か
に
来
り
帰
る
や
。
乃
ち
知
る
決
然
と
し
て
逝
く
は
、
郷
里
の
児
の
為
に
非
ず
。
首
悪
の
王
休
元
、
酒
も
亦
た
辞
す
る
所
無
し
。

華
軒
我
を
載
さ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
我
が
心
証
ぞ
能
く
違
わ
ん
。

　
　
　
　
　
其
三
十
六

　
小
児
の
賀
季
真
よ
、
官
を
棄
て
亦
た
宅
を
棄
つ
。
遠
く
王
道
者
に
謁
し
て
、
去
り
て
問
う
術
の
黄
白
な
る
を
。
何
物
ぞ
袖
中
に
蔵
す
る
、

道
を
去
る
こ
と
万
里
隔
た
る
」

　
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
呉
復
の
い
う
よ
う
に
、
明
ら
か
に
、
杜
甫
の
「
遣
興
」
に
倣
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
そ

の
倣
い
方
に
、
単
純
な
祖
述
を
良
し
と
し
な
い
、
楊
維
槙
ら
し
い
あ
く
の
強
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。

　
「
遣
興
」
其
一
が
、
奮
康
の
死
を
得
ず
、
人
生
に
失
敗
し
た
こ
と
を
、
『
覧
古
』
其
二
十
も
詠
む
。
し
か
し
、
「
大
い
な
る
哉
霜
雪
の
軟
、

歳
久
し
く
し
て
枯
林
と
為
る
」
に
顕
著
な
、
時
間
の
推
移
の
感
覚
を
、
楊
維
槙
は
お
そ
ら
く
意
図
的
に
詠
ま
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
淡
々
と

奮
康
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
る
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
。

　
「
遣
興
」
其
二
。
杜
甫
の
詩
は
瀧
徳
公
の
故
事
を
借
り
て
、
己
の
現
在
の
心
情
を
語
っ
て
い
る
の
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
「
処
士
は
節
独

り
苦
し
む
」
、
「
山
豆
に
時
を
済
う
の
策
無
か
ら
ん
や
」
。
杜
甫
の
熱
心
な
読
者
な
ら
ば
、
当
然
杜
甫
自
身
の
鬱
屈
し
た
気
持
ち
を
発
露
し
た
も

の
と
し
て
読
む
で
あ
ろ
う
。
対
し
て
、
『
覧
古
』
其
十
八
に
楊
維
禎
自
身
の
悲
憤
慷
慨
を
感
じ
る
読
者
が
い
よ
う
か
。
巧
み
な
レ
ト
リ
ッ
ク

に
は
感
嘆
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
。

　
杜
甫
の
「
情
性
語
言
」
を
や
や
深
い
レ
ベ
ル
で
模
倣
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
「
遣
興
」
其
三
に
対
す
る
、
『
覧
古
』
其
二
十
六
で
あ
る
。
伝

統
的
な
見
方
に
異
を
唱
え
て
、
陶
淵
明
が
「
未
だ
必
ず
し
も
道
に
達
す
る
能
わ
」
ざ
る
人
物
で
あ
っ
た
と
、
喝
破
す
る
杜
甫
に
倣
っ
て
、
楊

維
槙
は
更
に
陶
淵
明
を
揶
揄
す
る
如
き
口
吻
で
扱
う
。
貧
乏
の
為
に
仕
官
の
や
む
な
き
に
到
っ
た
の
に
同
情
の
余
地
は
な
く
、
辞
任
も
唐
突

で
、
伝
説
に
い
う
よ
う
に
、
郷
里
の
児
に
頭
を
さ
げ
た
く
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
。
気
に
く
わ
な
い
相
手
で
も
酒
を
飲
む
の

を
断
ら
な
い
し
、
立
派
な
官
職
を
あ
て
が
っ
て
く
れ
る
な
ら
ば
喜
ん
で
つ
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
伝
統
的
な
人
物
把
握
を
ひ
つ
く
り
返
す
お

も
し
ろ
さ
は
確
か
に
あ
り
、
杜
甫
の
傾
向
を
よ
り
拡
大
し
た
と
い
え
よ
う
。
た
だ
楊
維
禎
に
は
考
え
違
い
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
筆
者
は



思
う
。

　
『
杜
詩
詳
註
』
巻
七
（
中
華
書
局
　
一
九
七
九
）
で
は
、
こ
の
「
遣
興
」
第
三
首
の
注
に
、

　
「
詩
に
微
詞
有
る
が
若
き
者
は
、
蓋
し
陶
集
を
借
り
て
而
し
て
其
の
意
を
翻
す
な
ら
ん
。
故
（
こ
と
さ
ら
）
に
曠
達
を
為
し
て
以
て
自
ら

遣
る
耳
、
初
め
よ
り
先
賢
を
識
刺
す
る
に
非
ざ
る
也
」

と
あ
る
。
こ
の
詩
で
も
、
杜
甫
は
自
ら
の
心
の
痛
み
を
陶
淵
明
に
託
し
て
い
る
と
と
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
「
其
の
著
す
詩
集
を
観
」
て
、

恐
ら
く
何
遍
も
読
み
ふ
け
っ
た
上
で
あ
え
て
陶
淵
明
を
批
判
す
る
よ
う
な
言
葉
を
漏
ら
す
と
こ
ろ
に
こ
の
詩
の
主
眼
が
あ
る
。
一
方
、
楊
維

禎
は
陶
淵
明
の
既
成
の
像
を
壊
す
お
も
し
ろ
さ
に
の
み
耽
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
楊
維
槙
も
杜
甫
の
詩
の
託
す
る
と
こ
ろ
に
は
気
付
い
て

い
た
か
も
知
れ
な
い
。
た
と
い
そ
う
だ
と
し
て
も
、
気
付
か
ぬ
振
り
を
し
て
、
陶
淵
明
を
た
だ
た
だ
罵
倒
す
る
の
で
あ
る
。
歴
史
に
興
味
を

持
ち
な
が
ら
、
歴
史
に
対
す
る
あ
る
種
の
冷
淡
さ
が
、
そ
こ
に
感
じ
ら
れ
る
。
過
去
の
人
物
を
我
が
身
に
引
き
替
え
て
、
教
訓
を
引
き
出
し

た
り
、
感
情
を
逆
ら
せ
た
り
、
自
ら
を
慰
め
た
り
、
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
遠
い
と
こ
ろ
に
楊
維
槙
は
い
る
。
あ
る
い
は
い
よ
う
と
す
る
。

　
陶
淵
明
に
常
に
批
判
的
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
『
楊
維
禎
詩
集
』
鉄
崖
逸
編
巻
五
「
題
陶
淵
明
漉
酒
図
」
、

　
「
義
煕
の
老
人
は
義
上
の
人
、
一
生
酒
を
嗜
み
天
真
を
見
わ
す
。
山
中
今
日
新
酒
熟
し
、
酒
を
漉
す
に
頭
上
の
巾
を
知
ら
ず
。
酒
醒
め
乱

髪
は
騒
屑
を
吹
き
、
架
上
の
烏
紗
は
糟
藁
を
洗
う
。
客
来
り
て
忽
ち
怪
し
む
頭
に
冠
せ
ざ
る
を
、
巾
冠
は
山
豆
に
我
輩
の
為
に
設
け
ん
や
。
故

人
具
を
設
け
て
道
南
に
在
り
、
老
人
一
笑
す
猩
猩
の
貧
な
る
を
。
東
林
の
法
師
は
酒
社
に
非
ず
、
眉
を
横
め
て
社
に
入
る
は
吾
何
ぞ
堪
え
ん
。

家
は
貧
し
き
も
檀
公
の
肉
を
食
ら
わ
ず
、
肯
え
て
劉
家
天
子
の
禄
を
食
わ
ん
や
。
頽
然
と
し
て
径
ち
に
酔
い
臥
し
て
坦
腹
す
、
爾
阿
宏
の
来

た
り
て
足
を
奉
ず
る
を
笑
う
」

　
東
晋
を
簒
奪
し
た
劉
宋
に
仕
え
る
の
を
潔
し
と
し
な
か
っ
た
と
述
べ
る
な
ど
、
『
覧
古
』
詩
に
お
け
る
陶
淵
明
の
評
価
と
雲
泥
の
差
が
あ

る
。
す
る
と
、
『
覧
古
』
詩
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
だ
か
ら
こ
そ
、
陶
淵
明
を
普
通
と
違
う
よ
う
に
わ
ざ
と
と
ら
え
た
い
、
と
い
う
の
が
、
楊
維

槙
の
意
図
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
「
遣
興
」
其
四
で
、
杜
甫
は
亡
く
な
っ
た
同
時
代
人
賀
知
章
を
た
た
え
る
。
「
常
に
清
狂
」
で
あ
っ
た
と
。
そ
し
て
、
亡
く
な
っ
た
後
の

旧
宅
を
遙
か
に
想
像
し
て
、
推
移
の
悲
哀
に
浸
っ
て
結
ぶ
。
楊
維
禎
に
と
っ
て
は
賀
知
章
は
、
も
は
や
過
去
の
人
で
し
か
な
い
。
杜
甫
の
よ

楊
維
槙
『
覧
古
』
に
つ
い
て

三
一



三
二

う
に
思
い
を
こ
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
『
覧
古
』
其
三
十
六
で
は
、
賀
知
章
が
、
王
老
と
い
う
道
士
に
黄
白
の
術
を
学
ぼ
う
と
し
て
、
真

珠
を
与
え
た
と
こ
ろ
、
王
老
が
餅
に
換
え
て
し
ま
っ
た
。
惜
し
い
と
思
っ
た
の
を
見
抜
か
れ
て
、
け
ち
な
性
質
が
除
か
れ
な
け
れ
ば
教
え
ら

れ
な
い
と
い
わ
れ
た
と
い
う
故
事
（
『
太
平
広
記
』
中
華
書
局
　
一
九
八
一
　
巻
四
十
二
　
賀
知
章
の
項
）
の
み
を
、
わ
ず
か
六
句
で
ま
と

め
て
、
賀
知
章
を
い
わ
ば
切
っ
て
捨
て
る
の
で
あ
る
。
杜
甫
の
「
遣
興
」
に
心
酔
し
て
学
ぶ
外
見
を
装
い
な
が
ら
、
杜
甫
の
賀
知
章
へ
の
傾

倒
を
嘲
う
よ
う
な
、
辛
辣
で
冷
笑
的
な
一
面
が
奥
に
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
結
局
、
こ
れ
ら
の
『
覧
古
』
詩
は
杜
甫
の
「
遣
興
」
に
対
す
る
オ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
作
ら
れ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
の
か
も
知
れ
な
い
が
、

ず
い
ぶ
ん
ひ
ね
く
れ
た
オ
マ
ー
ジ
ュ
で
は
な
い
か
。

　
歴
史
上
の
偉
大
な
人
物
だ
っ
て
こ
の
程
度
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
、
突
き
放
す
よ
う
な
こ
の
楊
維
槙
の
視
線
が
、
尊
敬
し
て
い
る
は
ず
の

杜
甫
自
身
に
も
向
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
隠
微
な
形
で
表
明
し
て
い
る
と
疑
わ
れ
る
の
が
、
『
覧
古
』
詩
の
其
三
十
七
で
あ
る
。
か

つ
て
、
杜
甫
の
パ
ト
ロ
ン
と
な
っ
た
厳
武
の
故
事
を
詠
む
。

　
「
厳
家
の
児
よ
。
八
歳
に
し
て
父
の
姫
を
殺
し
、
厳
家
の
父
は
奇
と
称
す
。
虎
貌
の
悪
し
き
を
養
成
し
、
腐
儒
は
虎
の
髭
を
弄
す
。
嵯
肝

豺
虎
は
天
早
く
艶
し
、
七
十
の
慈
母
は
官
碑
を
免
る
」

　
杜
甫
が
「
乾
坤
一
腐
儒
」
と
自
称
し
て
い
る
（
「
旅
夜
書
懐
」
）
の
を
意
識
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
「
腐
儒
は
虎
の
髭
を
弄
す
」
と
は
ず

い
ぶ
ん
な
言
い
方
で
は
な
い
か
。
批
判
と
ま
で
は
い
か
ず
、
杜
甫
を
憐
れ
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
敬
意
を
失

し
て
い
る
。
運
命
に
翻
弄
さ
れ
る
杜
甫
を
、
掛
値
な
し
に
等
身
大
に
と
ら
え
て
い
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

　
か
と
い
っ
て
杜
甫
に
反
発
し
て
、
李
白
の
肩
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
李
白
も
楊
維
禎
の
冷
た
い
視
線
を
免
れ
な
い
。
『
覧

古
』
詩
其
二
十
八
。

　
「
義
之
は
東
床
に
在
り
、
風
操
は
夙
に
称
す
る
所
。
藍
田
誉
れ
は
転
た
重
き
に
、
胡
ぞ
乃
ち
意
平
ら
か
な
ら
ざ
る
か
。
出
で
て
弔
え
ば
屈

（
も
と
「
曲
」
に
作
る
。
『
楊
維
槙
詩
集
』
に
拠
っ
て
改
め
る
）
は
我
に
在
り
、
反
っ
て
恵
む
は
固
よ
り
其
の
情
。
此
を
以
て
倖
倖
と
し
て

死
に
、
匹
婦
の
軽
き
に
異
な
る
無
し
」

　
「
風
操
は
夙
に
称
す
る
所
」
で
あ
る
王
義
之
の
、
悪
し
き
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
け
を
集
め
た
感
の
あ
る
詩
で
あ
る
。
す
ぐ
れ
た
人
物
と
認
め
つ



つ
も
そ
の
意
固
地
を
指
摘
す
る
。
筆
者
の
考
え
で
は
、
こ
の
詩
は
、
逆
に
王
義
之
の
風
雅
を
手
放
し
で
称
え
る
、
李
白
の
「
王
右
軍
」
詩
を

意
識
し
て
、
あ
え
て
反
対
の
方
向
に
向
か
っ
て
王
義
之
を
と
ら
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
王
右
軍
」
は
、
先
に
引
用
し
た
「
蘇
台
覧
古
」
、
「
越

中
覧
古
」
と
同
様
、
四
部
叢
刊
本
『
分
類
補
注
李
太
白
詩
』
巻
二
十
二
、
『
懐
古
』
の
部
に
収
め
ら
れ
る
。

　
「
　
　
　
王
右
軍

　
右
軍
は
本
清
真
、
瀟
灑
に
し
て
風
塵
に
在
り
。
山
陰
に
羽
客
過
ぎ
、
此
の
鷲
を
好
む
賓
を
愛
す
。
素
を
掃
い
て
道
経
を
写
し
、
筆
は
精
に

し
て
妙
神
に
入
る
。
書
き
罷
り
で
鷲
を
籠
め
て
去
る
、
何
ぞ
曽
て
主
人
に
別
せ
ん
や
」

　
大
書
家
に
し
て
清
真
な
王
義
之
と
い
う
、
伝
統
的
な
像
、
そ
れ
を
李
白
も
援
用
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
像
に
飽
き
足
ら
な
い
も
の
を

楊
維
槙
は
感
じ
た
に
違
い
な
い
。
文
学
的
に
成
功
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
李
白
や
杜
甫
を
継
承
し
つ
つ
も
、
楊
維
槙

な
り
の
個
性
を
、
独
創
を
、
「
覧
古
」
詩
に
加
え
よ
う
と
す
る
意
志
は
感
じ
取
れ
る
。

四

　
で
は
、
他
の
詩
体
（
古
楽
府
、
七
言
絶
句
、
小
楽
府
）
で
な
く
て
、
こ
の
五
言
古
詩
で
な
け
れ
ば
、
表
現
で
き
な
か
っ
た
も
の
と
は
何
か
。

言
い
換
え
れ
ば
、
余
り
文
学
的
価
値
は
大
と
い
え
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
五
言
古
詩
体
の
『
覧
古
』
詩
の
制
作
に
楊
維
槙
を
向
か
わ
し
め
た

も
の
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
一
つ
の
答
え
を
得
る
た
め
に
、
呉
復
の
「
事
は
史
断
に
関
わ
る
と
難
も
、
而
し
て
中
に
詩
法
の
存
す
る

有
り
焉
」
と
い
う
評
語
の
分
析
に
と
り
か
か
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
確
か
に
「
覧
古
」
詩
は
史
断
の
詩
で
あ
る
。
し
か
し
、
上
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
あ
ま
り
に
あ
り
ふ
れ
た
史
断
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、

楊
維
槙
独
自
の
あ
ま
り
に
ひ
ね
く
れ
た
史
断
で
、
大
方
の
同
意
が
得
ら
れ
そ
う
も
な
い
傾
き
が
あ
る
。
楊
維
槙
自
身
は
ど
う
思
っ
て
い
た
か

知
ら
な
い
が
、
『
覧
古
』
詩
の
重
点
は
お
そ
ら
く
史
断
に
は
な
い
。
呉
復
の
語
の
後
半
に
い
う
よ
う
に
、
「
詩
法
」
に
こ
そ
存
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
「
詩
法
」
で
あ
る
が
、
筆
者
は
そ
れ
ほ
ど
深
く
、
細
か
く
分
析
す
る
必
要
は
な
い
と
思
う
。
要
す
る
に
、
近
体
詩
、
及
び
そ
の
影
響
下

に
作
ら
れ
た
古
詩
で
は
、
使
い
に
く
く
な
っ
て
き
た
、
簡
古
な
筆
致
を
、
拙
劣
、
単
純
だ
と
い
う
そ
し
り
を
恐
れ
な
い
で
使
お
う
と
い
う
底

楊
維
禎
『
覧
古
』
に
つ
い
て

三
三



三
四

の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
考
え
て
お
き
た
い
。
こ
の
程
度
に
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
、
結
局
『
覧
古
』
詩
を
読
む
上
で
一
番
有
効
な
の
で
は
な

い
か
と
筆
者
は
思
う
。

　
で
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
筆
致
か
。

　
杜
甫
の
「
遣
興
」
五
首
を
楊
維
槙
『
覧
古
』
詩
と
比
較
し
て
気
付
く
の
は
、
杜
甫
は
五
言
古
詩
の
つ
も
り
で
作
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な

い
が
、
五
言
律
詩
並
み
に
対
句
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
其
一
の
冒
頭
の
「
蟄
龍
は
三
冬
に
臥
し
、
老
鶴
は
万
里
の
心
」
に
し
て
か
ら

が
、
厳
格
な
も
の
で
は
な
い
が
、
対
句
で
あ
る
。
対
し
て
『
覧
古
』
詩
は
対
句
が
少
な
い
。
意
図
的
に
対
句
を
避
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

楊
維
禎
に
と
っ
て
は
、
対
句
表
現
は
、
近
体
詩
で
十
分
出
来
る
こ
と
だ
か
ら
、
五
言
古
詩
で
多
用
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

近
体
詩
の
規
律
に
縛
ら
れ
な
い
、
古
詩
で
し
か
で
き
な
い
表
現
に
挑
戦
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
『
覧
古
』
詩
で
は
な
い
が
、
楊
維
槙
の
五
言
古
詩
に
「
三
隻
者
訣
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
（
『
鉄
崖
先
生
古
楽
府
』
巻
二
所
収
「
三
嬰
者
訣
」
）

　
「
道
に
三
隻
な
る
者
に
逢
う
、
高
寿
は
神
仙
に
比
す
。
嬰
に
問
う
何
を
以
て
寿
な
る
か
、
寿
訣
愉
し
く
は
予
に
伝
え
よ
。
上
隻
前
み
て
詞

を
致
す
、
大
道
に
し
て
天
全
を
抱
く
。
中
隻
前
み
て
詞
を
致
す
、
寒
暑
は
節
に
順
っ
て
宣
ぶ
。
下
翌
前
み
て
詞
を
致
す
、
百
歳
半
ば
単
り
眠

る
。
是
れ
三
寿
の
訣
と
為
す
、
能
く
長
年
な
る
所
以
な
り
」

　
『
南
壕
詩
話
』
（
明
　
都
穆
撰
『
知
不
足
斎
叢
書
』
所
収
）
に
も
指
摘
が
あ
る
こ
と
だ
が
、
こ
の
詩
は
百
一
詩
で
著
名
な
応
壕
（
『
南
壕
詩

話
』
は
建
安
の
七
子
の
応
場
に
誤
る
）
の
詩
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
て
い
る
。
今
『
先
秦
漢
魏
晋
南
北
朝
詩
』
（
途
欽
立
輯
校
　
中
華
書
局
　
一
九

八
三
）
「
魏
詩
巻
八
」
「
応
壕
」
の
項
か
ら
引
く
。
途
欽
立
氏
は
百
一
詩
の
一
つ
と
見
な
し
て
い
る
。

　
「
古
え
に
道
を
行
く
人
有
り
、
陪
上
に
三
聖
を
見
る
。
年
各
の
百
余
歳
、
相
い
与
に
禾
萎
を
鋤
す
。
往
き
前
み
て
三
隻
に
問
う
、
何
を
以

て
此
の
寿
を
得
た
る
か
。
上
翌
前
み
て
詞
を
致
す
、
室
内
の
姻
貌
醜
し
。
下
嬰
前
み
て
詞
を
致
す
、
夜
臥
し
て
首
を
覆
わ
ず
。
要
な
る
哉
三

嬰
の
言
、
能
く
長
久
な
る
所
以
な
り
」

　
『
南
壕
詩
話
』
も
こ
の
話
を
引
く
が
、
少
し
く
字
句
を
異
に
す
る
。
上
隻
と
下
隻
の
間
に
、
「
二
里
前
み
て
詞
を
致
す
、
腹
を
量
り
て
受

く
る
所
を
節
す
」
と
あ
り
、
三
聖
そ
ろ
う
の
が
人
口
に
膾
炙
し
た
形
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
三
嬰
が
ひ
と
り
一
句
ず
つ
、
長
寿
の
秘
訣
を
い
う
。
「
前
み
て
詞
を
致
す
」
を
三
回
繰
り
返
す
。
古
拙
な
表
現
で
あ
る
が
、
民
謡
調
と
い



う
か
、
独
特
な
雰
囲
気
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
五
言
律
詩
で
は
、
対
句
や
平
仄
の
規
律
に
縛
ら
れ
て
表
現
が
難
し
い
。
も
し
表
現
し
得
て
も
、

そ
れ
は
非
常
に
凝
っ
た
高
度
な
レ
ト
リ
ッ
ク
と
い
う
こ
と
に
な
り
も
と
の
古
拙
さ
は
失
わ
れ
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
五
言
古
詩
で
あ
っ
て
も
、

杜
甫
の
よ
う
に
対
句
を
多
用
し
、
レ
ト
リ
ッ
ク
に
凝
る
タ
イ
プ
な
ら
ば
、
古
拙
さ
か
ら
遠
く
な
る
。
当
た
り
前
の
こ
と
の
よ
う
だ
が
、
案
外
、

こ
ん
な
こ
と
が
楊
維
禎
に
と
っ
て
は
大
切
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
古
拙
さ
を
わ
ざ
と
装
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
『
覧
古
』
詩
を
追
っ
て
い
こ
う
。

　
「
子
を
知
る
石
司
徒
、
財
を
分
ち
て
斉
奴
に
斬
し
む
。
諸
仲
に
財
は
如
か
ず
、
財
窮
り
て
東
市
に
誅
せ
ら
る
。
肝
嵯
石
司
徒
よ
、
子
を
知

る
こ
と
良
に
愚
か
な
ら
ず
」
（
『
覧
古
』
詩
其
二
十
二
）

　
知
子
（
石
崇
、
幼
名
斉
奴
）
、
石
司
徒
（
石
崇
の
父
石
苞
）
を
無
造
作
に
繰
り
返
す
。
一
、
二
句
で
石
苞
が
石
崇
に
財
産
を
分
け
る
の
を

階
し
ん
だ
と
い
う
故
事
を
引
き
、
三
、
四
句
で
石
崇
は
命
数
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
と
述
べ
、
五
、
六
句
で
結
局
石
苞
は
賢
い
選
択
を
し
た
と

結
論
つ
け
る
。
こ
の
、
起
承
転
結
な
ら
ぬ
、
三
拍
子
の
単
純
な
論
理
の
運
び
を
お
そ
ら
く
楊
維
禎
は
愛
し
た
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
四
聯
の
五

言
律
詩
で
表
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
五
言
絶
句
で
は
短
す
ぎ
る
。

　
「
秦
穆
は
盗
馬
に
飲
ま
し
め
、
楚
荘
は
絶
縷
を
忘
る
。
斉
景
一
木
に
恩
あ
り
、
塊
に
触
る
れ
ば
淫
刑
有
り
。
嫡
女
は
斉
相
に
告
げ
、
称
説

辮
に
し
て
且
つ
正
。
明
朝
塊
を
抜
く
の
令
あ
り
、
嫡
父
（
も
と
父
に
作
る
『
楊
維
槙
詩
集
』
に
よ
っ
て
改
め
る
）
は
囚
名
を
脱
る
」
（
其
三
）

　
秦
穆
王
と
楚
荘
王
と
を
対
句
に
し
て
、
彼
ら
の
寛
仁
で
あ
っ
た
故
事
を
述
べ
た
後
に
、
斉
景
王
が
狭
量
で
あ
っ
た
故
事
を
続
け
る
。
一
、

二
句
め
が
対
句
で
、
三
句
以
後
が
そ
う
で
な
い
と
い
う
お
も
し
ろ
い
構
造
も
、
五
言
律
詩
で
は
難
し
い
。

　
　
「
武
丁
は
良
弼
を
夢
み
、
象
を
審
か
に
し
て
冥
捜
を
極
む
。
光
武
は
人
物
を
思
い
、
物
色
し
て
羊
裏
に
在
り
。
彰
城
に
処
士
有
り
、
君
恩

は
林
邸
に
責
た
り
。
股
肱
は
用
を
為
さ
ず
、
顔
色
徒
ら
に
相
い
求
む
」
（
其
十
六
）

　
て
二
句
と
三
、
四
句
が
隔
句
対
と
い
う
、
駢
文
の
よ
う
な
構
造
。
こ
れ
が
全
句
の
半
分
を
占
め
る
と
い
う
の
も
、
五
二
一
一
・
律
詩
で
は
ま
れ
。

　
　
「
銚
家
に
稗
将
有
り
、
腰
に
双
の
青
萍
を
侃
ぶ
。
青
＋
汗
は
夜
匝
を
脱
し
、
忽
ち
程
務
盈
を
殺
す
。
為
に
殺
す
を
報
ず
る
状
を
書
き
、
剣
に

伏
し
て
随
い
て
自
ら
刑
す
。
肝
嵯
古
え
の
義
士
、
量
に
復
た
荊
卿
を
数
え
ん
や
」
（
其
三
十
八
）

　
五
言
律
詩
と
同
じ
五
十
六
文
字
で
あ
り
な
が
ら
、
対
句
を
一
つ
も
用
い
な
い
。
淡
々
と
し
た
語
り
口
で
あ
る
。

楊
維
槙
『
覧
古
』
に
つ
い
て

三
五



ムノ＼

　
　
「
単
父
七
弦
の
琴
、
治
を
為
す
こ
と
感
興
に
務
む
。
十
金
南
門
の
木
、
令
を
立
て
て
必
ず
行
う
に
務
む
。
単
父
は
成
効
有
り
、
夜
漁
厳
刑

の
若
し
。
南
門
能
く
木
を
徒
す
も
、
民
情
を
徒
す
能
わ
ず
。
此
を
以
て
知
る
巧
信
は
、
拙
に
し
て
而
し
て
誠
な
る
に
如
か
ざ
る
こ
と
を
」
（
其

四
）

　
対
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
，
二
句
が
子
賎
の
善
政
を
述
べ
、
三
、
四
句
が
商
鞍
の
法
家
的
政
治
を
述
べ
る
。
そ
し
て
、
ま
た
、
五
、

六
句
で
子
賎
の
成
功
、
七
、
八
句
で
商
鞍
の
失
敗
を
述
べ
、
九
、
十
句
で
、
子
賎
が
商
鞍
に
勝
る
と
結
論
付
け
る
。
レ
ト
リ
ッ
ク
と
い
え
ば

レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
が
、
詩
と
し
て
の
凝
っ
た
レ
ト
リ
ッ
ク
で
は
な
く
、
余
人
は
こ
の
よ
う
な
あ
ま
り
に
論
証
的
な
詩
は
作
ら
な
い
の
で
、

読
者
を
し
て
奇
異
の
感
を
生
ぜ
し
め
、
な
る
ほ
ど
奇
人
の
楊
維
禎
に
ふ
さ
わ
し
い
奇
作
だ
と
思
わ
せ
る
と
い
う
点
で
成
功
を
収
め
た
レ
ト
リ

ッ
ク
で
あ
る
。
詩
的
で
な
い
詩
で
あ
っ
て
、
古
拙
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
「
郭
磨
は
術
数
に
精
な
り
、
知
る
晋
必
ず
秦
を
亡
ぼ
す
と
。
秦
を
逃
れ
て
遠
く
晋
に
帰
す
る
に
、
追
兵
は
亡
臣
を
殺
す
。
洛
陽
の
牛
背
里
、

読
書
し
て
其
の
親
に
孝
な
り
。
涼
州
未
だ
破
る
る
を
経
ざ
る
に
、
先
に
帰
る
こ
と
忽
と
し
て
神
の
如
し
。
術
人
己
に
霊
な
ら
ず
、
哲
士
固
よ

り
身
を
全
う
す
」
（
其
三
十
）

　
こ
れ
は
、
郭
磨
が
占
術
に
優
れ
た
に
も
関
わ
ら
す
殺
さ
れ
た
と
い
う
、
一
句
か
ら
四
句
に
対
し
て
、
孝
行
で
勉
強
家
の
の
牛
背
隻
（
遺
憾

な
が
ら
何
者
か
を
つ
ま
び
ら
か
に
出
来
な
い
）
が
難
を
逃
れ
た
こ
と
を
五
句
か
ら
八
句
で
述
べ
、
九
、
十
句
で
哲
士
が
術
人
に
ま
さ
る
と
結

論
す
る
。
こ
れ
ま
た
、
古
拙
を
装
っ
て
い
る
。

　
「
応
侯
は
刻
薄
な
る
人
な
る
も
、
須
質
は
死
ぬ
る
無
き
を
得
た
り
。
飛
将
は
覇
陵
を
殺
す
、
狼
狼
歯
す
る
に
足
ら
ず
。
如
何
ぞ
画
眉
郎
の
、

五
日
に
し
て
橡
史
を
殺
す
に
」
（
其
六
）

　
萢
碓
（
応
侯
）
と
李
広
（
飛
将
）
と
張
倣
（
画
眉
郎
）
三
人
の
、
敵
に
対
す
る
酷
薄
さ
を
比
べ
る
。
三
人
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
二
句
ず
つ

並
べ
た
だ
け
の
小
詩
。
単
純
と
い
え
ば
単
純
だ
が
、
敢
え
て
そ
の
単
純
を
犯
し
た
の
が
創
意
で
あ
ろ
う
。

　
「
韓
蕨
は
趙
僕
を
繊
し
、
私
を
以
て
公
を
害
せ
ず
。
後
人
は
此
の
義
を
援
り
て
、
往
往
に
し
て
逢
蒙
為
り
。
曲
逆
は
本
に
背
か
ず
、
主
に

事
う
る
に
忠
を
移
す
可
け
ん
や
。
偉
な
る
哉
劉
公
の
論
、
呂
布
は
真
に
容
れ
難
し
」
（
其
五
）

　
こ
れ
も
、
五
人
の
言
行
を
並
べ
た
も
の
。
五
言
律
詩
で
固
有
名
詞
を
こ
ん
な
に
並
べ
る
こ
と
は
普
通
な
い
で
あ
ろ
う
。



　
「
琴
を
弾
ず
る
戴
安
道
、
焦
桐
は
奇
声
を
破
る
。
蔚
宗
と
文
季
と
は
、
倶
に
琴
を
以
て
自
ら
鳴
る
。
天
子
屈
す
る
を
得
ず
、
王
公
聡
く
能

わ
ず
。
独
り
憐
む
楮
司
徒
、
銀
柱
斉
伶
に
老
う
る
を
」
（
其
二
十
四
）

　
同
様
に
琴
の
名
手
を
四
人
並
べ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
処
世
を
比
べ
る
。

　
以
上
引
い
た
詩
は
、
各
句
の
配
置
の
妙
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
追
求
し
て
い
る
。
こ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
李
白
の
二
首
の
『
覧

古
』
詩
で
あ
る
。
二
首
と
も
、
「
只
今
惟
有
」
の
字
を
共
有
す
る
が
、
そ
れ
を
ど
こ
に
置
く
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
李
白
の
企
み
が
あ
っ
た
に

違
い
な
い
。
『
蘇
台
覧
古
』
で
は
、
現
在
の
目
前
の
遺
跡
を
述
べ
て
、
第
三
句
で
、
「
只
今
惟
だ
西
江
の
月
有
る
の
み
」
と
転
じ
て
、
過
去
に

思
い
を
移
す
。
逆
に
『
越
中
覧
古
』
で
は
、
過
去
の
事
績
の
幻
想
が
三
句
ま
で
続
い
た
後
に
、
末
句
で
、
「
只
今
唯
だ
鷓
鴣
の
飛
ぶ
有
る
の

み
」
と
目
前
の
遺
跡
に
視
線
が
帰
っ
て
く
る
。
遺
跡
を
前
に
し
た
時
間
の
推
移
の
感
覚
を
、
句
の
配
置
を
工
夫
し
て
何
と
か
表
現
し
よ
う
と

す
る
、
李
白
の
探
求
心
を
筆
者
は
感
じ
る
。

　
同
様
に
、
楊
維
禎
の
『
覧
古
』
詩
も
、
お
そ
ら
く
、
独
自
の
史
観
の
創
出
に
重
き
を
お
い
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
歴
史
を
読
ん
で
感
じ

る
表
現
し
が
た
い
自
己
の
感
懐
を
、
如
何
に
表
現
し
、
文
字
と
し
て
定
着
さ
せ
る
か
に
主
眼
が
あ
っ
た
。
そ
の
感
懐
は
、
近
体
詩
や
長
編
の

古
楽
府
で
は
表
せ
な
い
何
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
近
体
詩
に
比
べ
れ
ば
自
由
な
、
古
楽
府
に
比
べ
れ
ば
短
小
な
、
五
言
古
詩
に
し
て
始
め
て

表
現
に
近
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
表
現
を
め
ざ
し
て
、
楊
維
禎
は
、
こ
の
『
覧
古
』
詩
に
お
い
て
、
句
の
配
置
な
ど
い
ろ

い
ろ
な
方
法
を
試
し
て
い
る
の
だ
と
思
う
。

　
呉
復
が
「
詩
法
」
と
い
っ
て
い
た
も
の
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
仮
説
を
筆
者
は
立
て
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
古
拙
を
わ
ざ
と
装
う

よ
う
な
底
の
も
の
で
あ
っ
て
、
や
は
り
文
学
的
価
値
か
ら
す
る
と
乏
し
い
こ
と
は
否
め
ず
、
評
価
さ
れ
る
こ
と
な
く
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

五

　
楊
維
槙
の
『
覧
古
』
詩
が
文
学
的
価
値
に
乏
し
い
こ
と
は
筆
者
も
認
め
る
。
楊
維
禎
自
身
も
そ
れ
は
重
々
承
知
の
上
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
も
敢
え
て
『
覧
古
』
詩
を
確
信
犯
的
に
制
作
し
た
楊
維
禎
の
意
図
を
考
え
て
み
た
い
。

し
か
し
、

楊
維
禎
『
覧
古
』
に
つ
い
て

三
七



三
八

　
歴
史
と
い
う
も
の
は
、
思
っ
た
ど
お
り
に
動
か
す
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
あ
る
一
つ
の
史
観
で
全
て
を
把
握
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
歴
史
と
い
う
も
の
は
す
ぱ
っ
と
割
り
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
歴
史
は
矛
盾
に
満
ち
て
お
り
、
過
剰
な
無
駄
や
脇
道
に
あ
ふ
れ
て

お
り
、
逆
に
尻
切
れ
ト
ン
ボ
に
終
わ
る
こ
と
も
あ
る
。
歴
史
を
表
現
し
て
、
綺
麗
に
ま
と
ま
る
と
し
た
ら
そ
れ
は
嘘
だ
。
歴
史
に
惹
か
れ
、

何
と
か
エ
ッ
セ
ン
ス
を
つ
か
み
き
ろ
う
と
す
る
の
だ
が
、
そ
の
努
力
は
常
に
裏
切
ら
れ
続
け
る
。
そ
の
徒
労
感
、
不
全
感
。
そ
れ
を
自
覚
す

る
自
分
に
嘘
を
つ
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
、
楊
維
槙
の
『
覧
古
』
詩
に
お
け
る
志
向
を
筆
者
は
読
み
と
り
た
い
。
不
全
感
な
ど
と
い
う
も
の

は
、
表
現
し
得
た
と
し
て
も
、
読
書
を
感
動
さ
せ
る
よ
う
な
、
文
学
的
な
価
値
の
成
就
は
お
ぼ
つ
か
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
こ

の
不
全
感
に
接
近
す
る
表
現
を
楊
維
禎
は
の
こ
し
て
お
き
た
か
っ
た
の
だ
。

　
こ
う
考
え
る
と
『
覧
古
』
詩
の
特
徴
の
由
っ
て
来
る
所
が
わ
か
る
の
で
は
な
い
か
。

　
先
に
『
覧
古
』
詩
其
一
は
、
史
実
を
ま
と
め
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
楊
維
槙
の
独
自
の
主
張
は
な
い
と
い
っ
た
。
一
史
観
を
表
立
っ
て
主
張

す
る
よ
り
も
、
ま
ず
は
淡
々
と
原
典
の
言
葉
を
短
く
並
べ
る
表
現
法
を
採
用
し
た
。
す
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う
か
、
「
三
歳
爾
の
大
期
な
ら
ん
」

と
い
う
周
郊
婦
人
の
言
葉
が
、
浮
き
上
っ
て
聞
こ
え
る
で
は
な
い
か
。
あ
た
か
も
、
巫
女
の
託
宣
の
よ
う
な
の
ろ
わ
し
い
言
葉
と
し
て
。
そ

の
、
お
ど
ろ
し
い
雰
囲
気
こ
そ
、
楊
維
禎
が
原
典
で
強
く
感
じ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
雰
囲
気
と
い
う
も
の
は
、
言
葉
を
尽
く
せ
ば
表
現
で
き

る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

　
李
白
の
「
覧
古
」
を
模
倣
し
た
の
は
、
史
実
に
つ
い
て
、
教
訓
や
感
懐
を
あ
ら
わ
に
述
べ
ず
、
冷
酷
な
歴
史
の
前
で
た
だ
傍
観
す
る
し
か

で
き
な
い
、
そ
の
不
全
感
に
似
つ
か
わ
し
い
表
現
手
法
を
導
入
し
た
か
っ
た
か
ら
だ
と
思
う
。

　
杜
甫
に
つ
い
て
は
、
ね
じ
曲
が
っ
た
オ
マ
ー
ジ
ュ
を
捧
げ
て
い
る
と
い
っ
た
。
歴
史
を
も
は
や
す
っ
き
り
と
受
け
取
る
こ
と
の
出
来
な
い

楊
維
禎
は
、
杜
甫
の
よ
う
に
素
直
に
人
物
に
同
情
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
人
物
の
闇
の
部
分
に
ど
う
し
て
も
目
が
向
け
ら
れ
て
し
ま
う
の

だ
。
杜
甫
を
尊
敬
し
つ
つ
も
、
も
は
や
杜
甫
の
よ
う
に
詩
を
作
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
自
覚
が
透
け
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

　
『
覧
古
』
詩
の
詩
法
は
決
し
て
す
ば
ら
し
い
レ
ト
リ
ッ
ク
と
は
い
え
な
い
。
短
く
古
拙
な
叙
述
に
終
わ
っ
た
り
、
た
だ
数
人
の
事
績
を
並

列
す
る
の
だ
が
、
そ
の
配
置
が
何
と
も
拙
劣
で
、
普
通
の
対
句
と
比
べ
る
と
、
洗
練
に
欠
け
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
述

し
た
よ
う
に
、
歴
史
と
い
う
も
の
は
本
来
綺
麗
に
ま
と
ま
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。



　
さ
て
、
楊
維
禎
の
『
覧
古
』
詩
の
掉
尾
を
飾
る
の
が
、
文
天
祥
を
詠
ん
だ
、
其
四
十
二
で
あ
る
。

　
「
要
離
は
妻
子
を
熱
く
、
大
盗
空
し
く
古
名
あ
り
。
峨
峨
た
る
南
文
山
、
光
焔
日
月
青
し
。
婦
義
は
総
て
一
酷
、
臣
道
は
改
更
す
る
無
し
。

寧
ろ
一
天
を
戴
き
て
死
す
る
も
、
二
地
に
載
り
て
生
き
ず
。
尚
お
憐
れ
む
広
西
の
弟
の
、
顔
家
の
兄
に
憶
ず
る
有
る
を
」

　
文
天
祥
を
褒
め
称
え
た
詩
で
あ
る
。
と
い
っ
て
、
決
し
て
反
蒙
古
の
詩
で
は
な
い
。
文
天
祥
等
元
に
抵
抗
し
た
文
人
を
称
え
る
こ
と
は
、

こ
の
時
期
の
江
南
の
詩
人
と
し
て
は
普
通
の
こ
と
で
あ
る
。
問
題
は
文
天
祥
に
関
す
る
部
分
で
は
な
い
。
冒
頭
と
末
尾
に
、
や
や
ぎ
ご
ち
な

く
加
え
ら
れ
た
部
分
で
あ
る
。

　
要
離
は
、
春
秋
時
代
の
テ
ロ
リ
ス
ト
で
あ
る
。
呉
の
公
子
光
が
王
子
慶
忌
を
殺
そ
う
と
す
る
に
際
し
て
、
自
ら
の
妻
子
を
わ
ざ
と
公
子
光

に
殺
さ
せ
て
、
公
子
光
に
恨
み
を
抱
い
て
い
る
よ
う
に
見
せ
か
け
て
、
慶
忌
の
も
と
に
走
り
参
謀
と
な
る
。
後
慶
忌
を
暗
殺
し
よ
う
と
す
る

が
失
敗
す
る
。
（
四
部
叢
刊
本
『
呂
氏
春
秋
』
閨
閻
内
伝
）
文
天
祥
の
忠
義
を
、
二
君
に
仕
え
た
要
離
と
対
比
す
る
趣
向
で
あ
ろ
う
が
、
何

か
お
か
し
い
。
要
離
と
文
天
祥
の
立
場
、
境
遇
は
か
な
り
違
う
し
、
「
妻
子
を
熱
く
」
非
人
道
が
強
調
さ
れ
て
い
た
り
し
て
、
ど
う
に
も
、

冒
頭
二
句
と
、
そ
れ
以
後
の
関
係
が
し
っ
く
り
こ
な
い
。

　
末
尾
二
句
は
、
広
西
恵
州
で
モ
ン
ゴ
ル
に
抵
抗
し
た
従
弟
壁
が
、
兄
の
忠
義
に
な
ら
わ
ず
、
結
局
帰
順
し
た
こ
と
を
指
す
。
彼
ら
兄
弟
は
、

安
史
の
乱
に
際
し
て
忠
義
を
貫
い
た
、
顔
呆
卿
、
顔
真
卿
兄
弟
の
よ
う
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
壁
が
元
に
降
伏
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
例

え
ば
『
文
山
先
生
全
集
』
（
四
部
叢
刊
本
）
巻
十
七
「
宋
少
保
右
丞
相
兼
枢
密
使
信
国
公
文
山
先
生
紀
年
録
」
庚
辰
の
条
に
、
「
是
歳
囚
」
と

あ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
「
五
月
弟
壁
は
恵
州
自
り
入
観
す
。
右
丞
相
帖
木
児
不
花
は
其
の
略
を
奏
し
て
曰
く
、
此
の
人
は
是
れ
文
天
祥
の
弟
な
り
。
上
曰
く
、
那

箇
（
い
ず
れ
）
か
是
れ
文
天
祥
な
る
。
博
羅
は
対
え
て
曰
く
、
即
ち
文
丞
相
な
り
。
上
は
嘆
嗟
之
を
久
し
く
し
て
曰
く
、
是
れ
好
き
人
也
。

次
い
で
壁
を
問
う
。
右
丞
相
奏
す
ら
く
、
是
れ
恵
州
城
子
を
将
て
附
す
る
底
な
り
。
上
曰
く
、
是
れ
我
に
孝
順
な
る
底
な
り
」

　
弟
が
裏
切
り
者
だ
っ
た
の
を
憐
れ
む
、
と
詩
を
結
ん
で
し
ま
っ
て
は
、
あ
ま
り
に
物
足
り
な
い
の
で
は
な
い
か
。
弟
を
批
判
す
る
に
し
て

も
、
も
っ
と
字
数
を
費
や
し
、
文
天
祥
の
偉
大
さ
を
対
比
強
調
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ
れ
で
は
、
尻
切
れ
ト
ン
ボ
で
あ
る
。
だ
が
、
楊
維

槙
の
つ
も
り
で
は
、
こ
の
よ
う
に
、
尻
切
れ
ト
ン
ボ
で
、
割
り
切
れ
な
く
あ
っ
て
こ
そ
歴
史
な
の
で
あ
る
。
要
離
、
顔
兄
弟
、
文
兄
弟
は
本

場
維
禎
『
覧
古
』
に
つ
い
て

三
九
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来
う
ま
く
対
比
で
き
な
い
組
合
せ
で
あ
る
。
無
理
に
対
比
す
る
と
、
こ
の
よ
う
に
詩
的
成
就
を
そ
こ
な
う
こ
と
甚
だ
し
い
。
そ
の
犠
牲
を
払

っ
て
で
も
、
楊
維
禎
は
こ
の
詩
を
作
り
た
か
っ
た
。
そ
の
無
理
さ
に
こ
そ
、
歴
史
の
本
質
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
六

　
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
般
の
評
価
か
ら
す
る
と
、
『
鉄
崖
先
生
古
楽
府
』
巻
八
に
収
め
ら
れ
た
『
覧
古
』
詩
は
、
巻
九
の
五
言
絶
句

の
作
品
群
に
は
及
ば
な
い
。

　
『
詩
藪
』
の
「
元
」
か
ら
、
関
連
す
る
項
目
を
引
い
て
お
く
。

　
「
宋
楽
府
小
詩
は
殊
に
寡
し
、
元
は
酷
だ
伝
奇
を
尚
ぶ
、
諸
大
手
の
集
中
に
も
亦
た
観
る
こ
と
牢
な
り
。
惟
だ
楊
廉
夫
の
み
才
情
は
縹
渺

と
し
て
、
当
代
に
独
歩
す
、
名
下
の
士
は
信
に
虚
し
き
こ
と
無
き
也
。
…
…
（
楊
維
禎
の
五
絶
を
引
く
）
…
の
如
き
は
、
率
ね
超
異
に

し
て
神
俊
、
調
仙
を
追
蹤
す
、
宋
、
元
の
語
に
非
ず
」

　
「
楽
府
小
詩
」
と
い
う
の
が
、
五
言
絶
句
に
当
た
る
。
こ
の
分
野
で
は
、
楊
維
槙
は
元
代
に
お
い
て
「
独
歩
」
し
て
い
た
と
い
う
。

　
「
老
鉄
詠
史
は
、
…
…
の
如
き
は
、
此
の
類
甚
だ
衆
し
。
亦
た
大
い
に
是
れ
伎
倆
の
人
な
り
。
然
れ
ど
も
惟
だ
二
十
字
な
ら
ば
可
な
る
耳
、

更
に
八
字
な
ら
ば
便
ち
晩
唐
に
入
る
。
自
余
の
大
篇
は
、
議
論
愈
よ
工
み
に
、
格
調
愈
よ
遠
し
」

　
こ
こ
の
「
詠
史
」
は
五
言
絶
句
の
そ
れ
を
い
う
。
八
字
ふ
や
し
た
七
言
絶
句
の
作
品
は
、
晩
唐
風
で
余
り
よ
く
な
い
。
長
編
の
古
楽
府
は

も
ち
ろ
ん
称
揚
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
「
元
五
言
古
は
作
者
甚
だ
希
な
り
、
七
言
古
は
諸
家
多
く
善
し
。
五
言
律
は
、
傅
与
礪
冠
と
為
す
、
楊
仲
弘
、
張
仲
挙
之
に
次
す
。
七
言

律
は
、
虞
伯
生
冠
と
為
す
、
掲
曼
碩
、
陳
剛
中
之
に
次
す
。
五
言
絶
は
、
楊
廉
夫
冠
と
為
す
。
七
言
絶
、
名
篇
は
頗
る
衆
し
、
楽
府
体
は
亦

た
楊
を
出
づ
る
無
し
、
第
だ
之
を
総
ず
る
に
元
調
を
離
れ
ざ
る
耳
」

　
五
言
絶
句
の
名
手
と
し
て
、
楊
維
槙
の
名
前
の
み
を
挙
げ
る
。

　
楊
維
禎
自
身
も
、
五
言
絶
句
の
成
功
に
自
負
心
を
持
っ
て
い
た
。
門
人
章
碗
が
呉
復
を
継
い
で
編
ん
だ
別
集
『
復
古
詩
集
』
巻
二
、
そ
れ



は
、
四
部
叢
刊
本
『
鉄
崖
先
生
古
楽
府
』
巻
十
二
に
あ
た
る
が
、
そ
の
巻
の
冒
頭
に
、
楊
維
積
り
言
葉
を
引
く
。

　
「
先
生
自
ら
言
う
。
予
は
三
体
の
詠
史
を
用
い
る
。
七
言
絶
句
体
を
用
い
る
者
は
三
百
首
、
古
楽
府
体
な
る
者
は
二
百
首
、
古
楽
府
小
絶

句
体
な
る
者
は
四
十
首
。
絶
句
は
人
到
り
易
し
。
吾
が
門
の
章
木
之
を
能
く
す
。
古
楽
府
は
到
り
易
か
ら
ず
。
吾
が
門
の
張
憲
之
を
能
く
す
。

小
楽
府
に
至
り
て
は
壬
二
子
は
能
わ
ず
。
惟
だ
吾
の
み
之
を
能
く
す
。
故
五
峰
李
著
作
は
推
し
て
詠
史
の
上
手
と
為
す
と
云
う
。
至
正
丙
午

夏
五
上
吉
門
生
章
碗
手
ず
か
ら
識
す
」

　
詠
史
の
ジ
ャ
ン
ル
に
は
い
っ
て
お
か
し
く
は
な
い
は
ず
の
、
『
覧
古
』
詩
が
そ
う
で
あ
る
五
言
古
詩
体
が
、
楊
維
槙
の
所
謂
コ
ニ
体
」
に

入
っ
て
い
な
い
。
彼
に
と
っ
て
も
『
覧
古
』
詩
は
価
値
無
き
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
筆
者
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。
『
覧
古
』
詩
は
、
長
編
の
古
楽
府
と
短
編
の
小
楽
府
と
の
間
に
あ
っ
て
、
両
者
に
出
入
し
つ
つ
、
独
特
の
価

値
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
「
歴
史
に
対
す
る
不
全
感
」
と
い
う
消
極
的
な
も
の
を
表
現
対
象
と
し
て
い
る
の
で
、
興
味
あ
る
素
材
と

圧
倒
的
な
文
学
性
を
有
す
る
、
古
楽
府
と
小
楽
府
の
間
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
こ
の
形
式
で
し
か
言
え
な
か
っ
た
こ
と
を
言

い
切
っ
た
と
、
楊
維
禎
は
あ
る
程
度
満
足
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

楊
維
槙
『
覧
古
』
に
つ
い
て

四
一




