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コ
兀
の
中
世
に
、
文
章
の
鎮
公
の
、
断
河
の
間
に
起
こ
る
有
り
。
鉄
崖
君
と
日
う
。
声
光
般
段
と
し
て
、
雷
漢
を
摩
憂
す
。
呉
越
の
諸
生
の

多
く
之
に
帰
す
る
こ
と
、
殆
ど
猶
お
山
の
岱
を
宗
と
し
、
河
の
海
に
走
る
が
ご
と
し
。
是
の
如
き
者
四
十
余
年
に
し
て
乃
ち
終
る
。
」

　
楊
維
槙
一
二
一
九
六
－
二
二
七
〇
）
、
字
は
廉
夫
、
号
は
鉄
崖
。
断
江
諸
蟹
の
人
。
こ
こ
に
引
用
し
た
の
は
、
同
じ
く
、
元
来
明
初
に
活

躍
し
た
文
学
者
で
あ
り
、
政
治
家
と
し
て
は
明
太
祖
洪
武
帝
の
ブ
レ
イ
ン
と
し
て
活
躍
し
た
宋
溝
が
、
楊
維
槙
の
詐
報
を
知
ら
せ
た
彼
の

門
人
に
対
し
て
、
書
き
与
え
た
墓
誌
銘
の
冒
頭
で
あ
る
。
（
『
鉄
崖
先
生
古
楽
府
』
四
部
叢
刊
本
付
録
『
元
故
奉
訓
大
夫
江
西
等
処
儒
学
提

挙
楊
君
墓
誌
銘
』
ま
た
『
宋
学
士
文
集
』
四
部
叢
刊
本
巻
十
六
）
宋
溝
が
か
く
の
ご
と
く
高
ら
か
に
ほ
め
た
た
え
る
程
に
、
元
末
の
（
江

南
）
文
壇
は
、
一
斉
に
楊
維
槙
に
な
び
い
た
の
で
あ
る
。
彼
の
そ
の
魅
カ
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
一
端

に
つ
い
て
、
本
稿
は
述
べ
た
い
。

　
ま
ず
、
楊
の
作
品
及
び
人
物
に
対
し
て
、
も
っ
と
も
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
吉
川
幸
次
郎
氏
の
『
元
明
詩
概
説
』

の
楊
維
禎
の
部
分
を
い
く
つ
か
弓
用
す
る
。
一
『
吉
川
幸
次
郎
全
集
』
1
5
四
三
一
二
頁
∫
四
四
〇
頁
）

「
十
四
世
紀
前
半
の
政
治
史
は
、
小
康
の
時
期
で
あ
る
。
：
：
。
蒙
古
人
の
統
治
の
下
に
お
い
て
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
平
和
が
中
国
の
全

土
に
あ
っ
た
。
」
こ
の
平
和
が
、
「
南
方
、
こ
と
に
楊
子
江
下
流
域
に
お
け
る
市
民
の
詩
の
成
熟
」
を
も
た
ら
す
。
南
宋
に
発
端
を
も
つ
こ
の

市
民
の
詩
は
、
従
来
「
小
さ
な
生
活
を
歌
う
小
さ
な
詩
に
終
始
し
た
。
」
「
し
か
し
市
民
た
ち
は
、
だ
ん
だ
ん
高
度
の
詩
を
求
め
る
よ
う
に

な
っ
た
。
日
常
的
な
題
材
と
感
情
と
で
詩
を
作
る
の
に
あ
き
た
ら
ず
飛
翔
を
欲
し
た
。
こ
う
し
た
期
待
に
応
じ
て
現
わ
れ
た
の
が
、
こ
の
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四
八

時
期
の
特
異
な
詩
人
、
楊
維
槙
で
あ
る
。
彼
は
市
民
の
問
か
ら
出
て
、
市
民
の
新
し
い
詩
の
指
導
者
と
な
っ
た
。
」
「
二
二
二
七
、
…
－
三
二

歳
で
ペ
キ
ン
の
科
挙
に
及
第
し
、
出
身
地
の
断
江
で
、
し
ば
ら
く
税
務
官
吏
を
つ
と
め
た
が
、
す
ぐ
辞
職
し
、
あ
と
は
各
地
の
詩
杜
の
指

導
者
と
し
て
、
自
由
で
放
窓
な
生
活
を
た
の
し
み
つ
つ
、
七
十
五
年
の
生
涯
を
終
っ
た
。
」
「
彼
が
志
す
の
は
、
華
麗
で
、
放
窓
な
、
空
想
に

富
む
詩
で
あ
っ
た
。
」
そ
の
祖
述
し
た
詩
は
、
「
楽
府
」
「
李
白
と
李
賀
」
「
い
ず
れ
も
北
宋
以
来
、
久
し
く
閑
却
さ
れ
て
い
た
文
学
で
あ

る
。
」
彼
の
作
品
は
「
常
識
の
か
き
ね
を
お
し
や
ぶ
っ
た
自
由
奔
放
の
詩
で
あ
る
。
」
「
そ
う
し
て
そ
の
生
活
も
、
そ
の
文
学
の
ご
と
く
、
自

由
に
潤
達
で
あ
っ
た
。
」
「
楊
維
槙
は
、
そ
の
文
学
と
生
活
の
奇
矯
さ
、
な
い
し
は
奇
怪
さ
の
た
め
に
、
『
文
妖
』
文
学
の
邪
道
、
と
い
う
批

評
を
も
、
や
は
り
の
ち
明
五
朝
の
重
臣
と
な
っ
た
王
緯
（
筆
者
注
、
実
は
王
舞
。
後
述
。
明
初
の
重
臣
た
る
こ
と
は
同
じ
一
か
ら
受
け
て
い

る
。
し
か
し
多
数
の
市
民
は
、
彼
を
指
導
者
と
あ
お
ぎ
、
そ
の
文
学
に
追
随
し
た
。
」
「
長
い
き
し
た
彼
は
、
明
の
太
祖
朱
元
璋
が
即
位
す
る

と
、
そ
の
政
府
に
め
し
出
さ
れ
、
仕
官
を
強
要
さ
れ
た
が
、
か
つ
て
元
に
仕
え
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
拒
絶
し
、
」
処
士
と
し
て
の
帰
郷

を
ゆ
る
さ
れ
た
。
「
そ
う
し
て
二
二
七
〇
、
洪
武
三
年
、
七
十
五
歳
。
市
民
の
詩
人
と
し
て
の
生
涯
を
と
1
じ
た
。
」

　
概
説
と
し
て
、
ま
こ
と
に
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
、
過
不
足
の
な
い
作
品
、
人
物
評
価
で
あ
り
、
本
稿
も
結
論
は
こ
れ
以
上
の
も
の
と
な

ら
な
い
恐
れ
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
評
価
の
含
蓄
を
今
一
つ
深
く
掘
り
下
げ
て
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

　
楊
維
槙
の
奇
矯
さ
が
、
吉
川
氏
の
概
説
の
ご
と
く
、
彼
を
論
ず
る
も
の
の
第
一
の
話
柄
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
当
時
の
文
壇
に
お

い
て
も
、
楊
維
槙
と
い
え
ば
、
あ
の
天
下
の
大
奇
人
だ
と
い
う
具
合
に
、
も
て
は
や
さ
れ
た
話
柄
で
あ
っ
た
。

　
宋
溝
の
墓
誌
銘
に
日
う
。
「
或
い
は
華
陽
巾
を
戴
き
羽
衣
を
披
し
、
画
肪
を
竜
潭
一
鳳
州
中
に
涯
べ
、
鉄
笛
を
横
た
え
て
之
を
吹
く
。
笛

声
雲
を
穿
ち
て
上
り
、
之
を
望
む
者
は
、
其
の
講
仙
人
為
る
か
を
疑
う
。
晩
年
は
益
々
暖
達
た
り
。
玄
圃
一
蓬
蔓
を
松
江
の
上
に
築
き
、
日

と
し
て
賓
無
き
は
無
く
、
賓
と
し
て
沈
酔
せ
ざ
る
は
無
し
。
酒
酎
な
わ
に
し
て
耳
熱
す
る
に
当
た
り
、
侍
児
を
呼
び
て
出
で
し
め
、
自
雪

の
辞
を
歌
わ
し
む
。
君
は
、
自
ら
鳳
琶
に
侍
り
て
之
に
和
し
、
座
客
或
い
は
隔
麗
し
て
趣
ち
て
舞
い
、
顧
跨
し
て
生
姿
あ
り
。
（
？
一
傲
然

と
し
て
晋
人
の
高
風
有
り
。
」
奇
妙
な
格
好
を
し
て
、
遊
び
狂
う
人
物
像
を
描
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ま
だ
穏
当
な
方
で
あ
る
。

　
最
も
、
過
激
で
、
嫌
悪
を
催
さ
せ
る
ほ
ど
の
奇
人
ぶ
り
を
記
述
す
る
も
の
と
し
て
、
陶
宗
儀
の
「
軽
耕
録
」
巻
二
士
二
の
次
の
く
だ
り
が
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つ

あ
る
。
「
楊
鉄
崖
は
声
色
を
耽
好
す
。
鍵
間
に
於
い
。
て
歌
児
舞
女
の
纏
足
織
小
有
る
者
を
見
る
毎
に
、
則
ち
、
其
の
鞍
を
脱
が
し
め
て
蓋
を

　
　
　
　
　
　
　
め
ぐ

載
せ
て
以
て
酒
を
行
ら
す
。
之
を
金
蓮
盃
と
謂
う
。
」
後
に
は
、
く
つ
を
直
接
盃
に
し
て
酒
を
飲
む
と
い
う
伝
説
ま
で
も
生
れ
た
。
こ
の
話

柄
は
、
江
南
の
文
士
の
間
で
は
、
つ
と
に
有
名
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
至
正
丙
申
（
二
二
五
六
）
の
自
序
を
冠
す
る
、
鄭
允
端
な
る
女
性
詩
人

の
「
粛
懸
集
」
一
「
酒
芥
楼
秘
笈
」
所
収
本
）
に
、
筆
者
に
は
作
ら
れ
た
背
景
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
「
王
夫
人
の
席
上
に
て
作

る
」
と
い
う
注
の
つ
い
た
「
碧
篭
」
な
る
詩
が
あ
っ
て
い
う
。
「
笑
う
可
し
狂
生
の
楊
鉄
箪
風
流
何
ぞ
用
い
ん
嬢
盃
を
飲
む
を
」

　
た
だ
こ
こ
で
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
奇
矯
が
、
楊
維
槙
の
人
と
為
り
に
対
す
る
尊
敬
の
気
持
を
帯
び
て
語
ら

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
◎
宋
溝
の
墓
誌
銘
が
、
彼
を
ほ
め
た
た
え
て
い
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
生
来
き
ま
じ
め
で
あ
っ
た
宋
溝
は
、

楊
の
奇
行
を
弁
護
し
て
い
う
。
「
蓋
し
君
は
、
数
は
奇
に
し
て
諮
は
寡
し
。
（
め
ぐ
ま
れ
ぬ
こ
と
を
い
う
一
故
に
特
に
此
（
奇
行
）
に
託
し

て
、
以
て
依
隠
玩
世
す
る
耳
。
（
轄
晦
す
る
こ
と
一
宣
に
其
の
本
情
な
ら
ん
哉
」
彼
の
演
技
で
あ
っ
た
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
陶
宗
儀
も

実
は
楊
を
畏
敬
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
さ
き
の
金
蓮
盃
の
話
も
、
非
難
で
は
な
く
、
「
こ
の
人
に
し
て
こ
の
癖
あ
り
」
と
い
う
よ
う
な
慨
嘆

と
と
も
に
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
「
予
窃
か
に
其
の
厭
う
可
き
を
怪
し
む
。
後
に
張
邦
基
の
墨
荘
饅
録
を
読
む
に
、
王
深
舗
道
の
双
発
詩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

を
載
せ
て
云
う
。
…
：
」
そ
の
詩
に
は
金
蓮
盃
に
類
す
る
こ
と
が
詠
ま
れ
て
い
た
。
「
此
の
詩
を
観
れ
ば
、
則
ち
老
子
の
疎
狂
は
、
自
っ
て

来
た
る
も
の
有
り
実
。
」
そ
の
気
ま
ま
な
よ
う
に
見
え
る
行
為
も
、
ち
ゃ
ん
と
故
事
来
歴
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
楊
維
槙
の
文
字
の
奇
怪
さ
に
対
す
る
非
難
と
し
て
よ
く
ひ
か
れ
る
の
が
、
次
の
「
湧
瞳
小
品
」
一
明
、
朱
国
頑
）
巻
十
八
「
文
淫
妖
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
く

一
節
で
あ
る
。
「
布
衣
の
王
舞
、
字
は
宗
常
。
操
行
有
り
。
文
を
為
る
こ
と
経
術
に
本
づ
く
。
会
稽
の
楊
維
禎
は
、
文
を
以
て
四
海
に
主
盟

　
　
　
　
　
　
　
　
か
ろ

す
。
舞
は
独
り
之
を
薄
ん
じ
て
目
く
、
文
は
道
を
明
ら
か
に
せ
ず
、
而
し
て
徒
だ
色
態
を
以
て
人
を
惑
わ
し
人
に
娼
ぶ
。
所
謂
、
文
に
淫
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
し

る
者
也
。
文
妖
数
百
言
を
作
り
之
を
謹
る
。
洪
武
の
初
め
、
召
さ
れ
て
元
史
を
修
す
。
」
楊
維
槙
が
文
妖
と
評
せ
ら
れ
た
典
拠
と
な
る
事
柄

で
あ
る
。
王
舞
は
、
楊
を
軽
蔑
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
て
も
、
そ
の
気
持
の
裏
に
は
、
彼
の
実
カ
を
恐
れ
る
気
持
が
あ
っ
た
ろ
う
こ

と
が
読
み
と
れ
な
い
か
。
或
い
は
、
敢
え
て
楊
に
さ
か
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
が
名
を
挙
げ
よ
う
と
い
う
下
心
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
こ
の
「
文
妖
」
と
い
う
作
品
を
、
我
々
は
今
、
四
庫
全
書
珍
本
三
集
に
収
め
る
「
王
宗
常
集
」
に
よ
っ
て
、
全
文
を
読
む
こ
と
が
出
来

る
。
長
く
な
る
が
、
引
用
し
て
解
説
す
る
。
（
巻
三
一
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五
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
み

「
天
下
の
所
謂
妖
な
る
者
は
、
狐
な
る
而
巳
実
。
而
し
て
文
に
妖
有
り
焉
。
又
狐
に
過
ぎ
た
る
者
有
り
。
夫
れ
狐
は
、
俄
か
に
し
て
女
婦
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た

為
る
。
而
し
て
世
の
男
子
、
不
幸
に
し
て
焉
に
惑
う
者
有
り
。
皆
娯
り
て
謂
い
て
女
婦
と
為
す
。
而
し
て
相
与
し
む
に
室
家
の
道
を
以
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
ち

す
れ
ば
、
則
ち
固
よ
り
、
其
の
黛
緑
朱
白
柔
曼
頃
術
の
容
に
し
て
妖
た
る
所
以
の
者
、
至
ら
ざ
る
こ
と
無
き
を
見
る
。
故
に
之
を
真
の
女

　
　
お
も

婦
と
謂
う
也
。
然
り
と
誰
も
、
以
て
人
と
為
せ
ば
則
ち
人
に
非
ず
。
以
て
女
婦
と
為
せ
ば
女
婦
に
非
ず
。
蓋
し
室
家
の
道
の
狡
檜
に
し
て

以
て
幻
化
す
る
者
也
。
此
れ
狐
の
妖
た
る
所
以
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ん
す

「
文
な
る
者
は
道
の
在
る
所
。
抑
も
属
為
れ
ぞ
妖
た
る
哉
。
断
の
西
に
文
を
言
う
者
有
れ
ば
、
必
ず
、
楊
先
生
と
日
う
。
余
、
楊
の
文
を
観

る
に
、
淫
辞
快
語
を
以
て
、
仁
義
を
裂
き
名
実
を
反
し
、
先
王
の
道
を
濁
乱
す
◎
顧
っ
て
乃
ち
柔
曼
頃
術
黛
緑
朱
白
に
し
て
狡
檜
幻
化
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ぺ
　
　
　
　
か

奄
焉
と
し
て
以
て
自
ら
媚
ぶ
。
是
れ
狐
に
し
て
女
婦
な
れ
ば
、
則
ち
宣
な
る
乎
、
世
の
男
子
な
る
者
の
之
に
惑
う
や
。
余
は
故
に
日
く
、
会

稽
の
楊
維
槙
は
、
文
狐
な
り
　
文
妖
な
り
と
。

　
あ
あ「

臆
、
狐
の
妖
た
る
、
人
の
身
を
殺
す
に
至
る
。
而
し
て
文
の
妖
た
る
、
往
往
に
し
て
、
後
世
の
小
子
を
し
て
、
群
趨
し
て
競
習
せ
使
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な

其
の
以
て
斯
文
の
為
に
禍
い
た
る
に
足
る
こ
と
、
浅
少
に
非
ず
。
文
に
し
て
妖
た
る
可
き
哉
。
然
れ
ど
も
、
妖
は
、
固
よ
り
文
に
非
ざ
る

也
。
蓋
し
、
男
子
に
し
て
惑
わ
ざ
る
者
有
ら
ん
。
何
ぞ
憂
え
ん
焉
。
」
　
　
　
　
　
　
審

　
こ
こ
で
気
を
つ
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
の
論
が
、
楊
維
禎
の
文
学
全
般
に
対
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
文
章
に
対
す

る
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
後
世
の
我
々
が
楊
維
槙
の
も
っ
と
も
特
徴
的
な
も
の
と
見
傲
す
、
鉄
崖
体
と
呼
ば
れ

る
楽
府
や
詩
の
作
品
群
は
、
こ
の
文
章
で
は
埼
外
に
お
い
て
い
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
と
い
う
の
は
、
王
舞
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
「
文

妖
」
と
い
う
文
章
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
、
楊
維
槙
の
文
章
の
魅
カ
に
対
抗
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
だ
。
非
常
に
、

い
わ
ば
肩
に
力
の
入
っ
た
文
章
だ
と
筆
者
は
思
う
。
狐
が
女
に
化
け
て
男
を
だ
ま
す
話
か
ら
楊
維
槙
の
文
章
に
論
を
移
す
。
意
想
外
な
展

開
。
「
奄
焉
と
し
て
以
て
自
ら
媚
ぶ
。
是
狐
に
し
て
女
婦
。
」
と
い
う
論
理
が
急
展
開
す
る
部
分
な
ど
は
、
狐
が
パ
ツ
と
女
に
変
身
す
る
姿

と
微
妙
に
楊
維
禎
を
だ
ぶ
ら
せ
て
、
あ
た
か
も
楊
先
生
は
狐
の
変
化
だ
と
い
う
よ
う
な
奇
妙
な
効
果
を
追
求
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

奇
で
以
て
、
楊
維
槙
の
奇
に
打
ち
勝
と
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
だ
が
果
し
て
打
ち
勝
て
た
で
あ
ろ
う
か
。
肩
に
力
が
入
り
す
ぎ
て
い
る
と

筆
者
は
思
う
。
狐
が
人
を
化
か
す
と
い
う
前
段
の
論
理
の
進
め
方
は
あ
ま
り
に
く
ど
す
ぎ
な
い
か
。
「
妖
た
る
所
以
」
と
い
う
語
が
二
度
く



り
返
し
て
あ
る
が
、
文
章
を
す
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
、
前
の
方
は
い
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
訓
読
文
に
完
全
に
と
り
い
れ
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
が
、
不
要
な
助
字
が
多
す
ぎ
る
。
助
字
に
よ
っ
て
、
何
と
か
文
章
に
強
い
リ
ズ
ム
を
与
え
よ
う
と
苦
心
し
て
い
る
よ
う
に

思
う
。
こ
の
く
ど
さ
は
、
可
笑
し
さ
や
ユ
ー
モ
ア
を
ね
ら
っ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
の
裏
に
は
、
王
舞
の
強
い
不
安
が
隠
さ
れ
て
い

よ
う
。
「
湧
憧
小
品
」
に
あ
る
よ
う
な
軽
ん
じ
て
歯
牙
に
も
か
け
な
い
と
い
う
態
度
で
は
な
く
て
、
相
手
の
実
力
を
認
め
た
上
で
、
力
の
限

り
戦
お
う
と
す
る
勇
み
が
、
こ
の
文
章
に
は
感
じ
ら
れ
る
。
楊
維
槙
は
、
文
の
狐
で
あ
り
、
文
の
妖
怪
で
あ
る
。
し
か
し
、
世
の
男
子
が
、

あ
た
か
も
美
女
に
化
け
た
狐
を
恋
す
る
が
ご
と
く
、
彼
の
文
章
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
る
の
も
、
「
宣
な
る
か
な
。
」
邪
道
で
あ
っ
て
も
、
一
世

を
風
摩
す
る
魔
力
が
彼
に
あ
る
の
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
で
も
、
邪
道
で
あ
る
以
上
、
楊
維
槙
を
是
と
し
な
い
君
子
も
い
る
は
ず
、
長

続
き
は
す
ま
い
、
き
っ
と
大
丈
夫
だ
ろ
う
、
と
い
う
不
安
邊
巡
が
、
筆
者
に
は
す
け
て
見
え
る
の
で
あ
る
が
。

　
要
す
る
に
、
奇
と
い
っ
て
も
、
社
会
の
は
み
出
し
も
の
の
愚
行
や
、
気
ま
ま
な
そ
の
場
か
ぎ
り
の
疎
狂
で
は
な
く
、
同
時
代
の
人
は
、
そ

の
奇
行
の
背
後
に
何
か
を
読
み
と
っ
て
い
た
。
宋
溝
は
轄
晦
隠
世
の
志
を
、
陶
宗
儀
は
該
博
な
知
識
と
深
慮
を
、
王
舞
は
人
を
ひ
き
つ
け

る
魔
カ
を
。
筆
者
も
筆
者
な
り
に
そ
の
何
か
を
読
み
と
っ
て
み
た
い
。
も
っ
と
も
、
宋
溝
の
墓
誌
銘
に
、
楊
の
奇
行
に
対
し
て
、
「
晋
人
の

高
風
有
り
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
中
国
に
昔
か
ら
あ
る
「
奇
」
の
伝
統
に
吸
収
さ
れ
る
部
分
が
多
い
で
あ
ろ
う
が
、
筆
者
は

そ
こ
に
新
し
い
時
代
精
神
の
息
吹
を
見
つ
け
た
い
。
そ
の
た
め
に
、
少
し
回
り
道
を
し
て
、
今
度
は
、
「
奇
」
の
大
極
に
あ
る
、
楊
の
あ
る

種
の
「
ま
じ
め
さ
」
に
つ
い
て
、
以
下
論
述
を
進
め
る
。

「
奇
」
や
「
狂
」
と
い
う
語
以
外
に
、
楊
維
槙
を
我
々
に
印
象
づ
け
る
者
に
は
ど
の
よ
う
な
語
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　
松
村
昂
氏
は
そ
の
論
「
鐵
と
龍
－
－
楊
維
禎
像
に
か
ん
し
て
　
　
」
一
入
矢
教
授
小
川
教
授
　
退
休
記
念
中
国
文
学
語
学
論
集
所
収
　
一

九
七
四
筑
摩
書
房
）
で
「
鉄
」
と
「
竜
」
の
二
字
に
注
目
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
に
ま
と
わ
り
つ
く
、
彼
の
詩
の
非
現
実
性
一
仙
人
の
世

界
）
と
現
実
性
（
モ
ラ
リ
ス
ト
と
し
て
の
側
面
）
の
分
化
発
展
と
、
「
情
性
」
へ
の
両
者
の
統
合
を
見
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
「
情
性
」

が
続
く
明
の
文
学
や
思
想
に
中
心
的
な
役
割
を
は
た
す
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
唆
さ
れ
た
。

前
野
直
彬
氏
は
、
「
明
七
子
の
先
聲
－
楊
維
禎
の
文
学
観
に
つ
い
て
　
　
」
（
中
国
文
学
報
　
第
五
冊
　
一
九
五
五
）
で
、
明
代
の
対
立

　
楊
　
　
維
　
　
槙
　
　
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二

す
る
詩
説
で
あ
る
「
格
調
説
」
と
「
性
霊
説
」
の
二
者
の
観
点
か
ら
、
楊
維
槙
の
文
学
観
を
と
り
あ
げ
、
二
者
の
微
妙
な
調
和
の
う
ち
に
楊

維
槙
象
を
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
楊
維
禎
の
天
分
に
属
す
る
「
性
霊
」
の
部
分
を
切
り
捨
て
た
地
点
か
ら
、
明
七
子
の
格
調
を
重

ん
じ
る
詩
が
発
生
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
論
ぜ
ら
れ
る
。

　
矛
盾
に
満
ち
た
楊
維
槙
及
び
そ
の
作
品
を
、
相
反
す
る
二
つ
の
概
念
で
分
析
し
、
何
と
か
文
学
史
的
に
位
置
づ
け
よ
う
と
い
う
こ
れ
ら

の
試
み
を
筆
者
も
襲
う
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
二
言
し
て
お
き
た
い
の
は
、
本
稿
が
楊
維
槙
の
伝
記
や
彼
に
対
す
る
知
人
の
証
言
な
ど
に
重
き
を
置
い
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
勿
論
、
作
品
理
解
を
第
一
に
す
べ
き
文
学
論
の
本
道
か
ら
外
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
筆
者
は
、
元
以
後
の
所
謂
文
人
達
は
、
作

品
以
外
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
も
、
一
種
の
文
学
表
現
と
し
て
同
等
に
論
ぜ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
複
雑
な
人
間
関
係
の
中

で
い
か
に
個
性
を
発
揮
す
る
か
、
文
人
達
が
一
種
の
演
技
者
と
し
て
ふ
る
ま
い
、
そ
れ
が
知
人
達
や
見
知
ら
ぬ
人
達
に
影
響
を
与
え
、
更

に
後
世
に
語
り
伝
え
ら
れ
、
一
部
は
文
学
作
品
と
し
て
結
実
す
る
。
文
学
史
か
ら
も
歴
史
学
か
ら
も
漏
れ
て
し
ま
う
、
そ
れ
ら
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
を
論
ず
る
立
場
が
、
切
り
開
か
れ
な
い
か
と
筆
者
は
思
う
の
で
あ
る
。
法
や
理
念
や
経
済
よ
り
も
、
人
問
関
係
に
よ
っ
て
成
り
立

ち
左
右
さ
れ
る
場
合
の
多
い
、
中
国
を
代
表
と
す
る
、
い
わ
ば
東
洋
的
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
杜
会
を
分
析
す
る
て
だ
て
は
な
い
で
あ
ろ

う
か
。

　
墓
誌
銘
や
伝
記
等
は
、
墓
に
へ
つ
ら
う
面
が
あ
る
の
で
、
扱
い
に
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
自
伝
よ
り
は
、
当
人

の
一
般
的
評
価
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
か
ら
楊
維
禎
の
き
ま
じ
め
さ
、
或
い
は
秩
序
へ
の
愛
の
分
析
の
道
具
と
し
て
と

り
あ
げ
る
彼
の
作
品
「
正
統
辮
」
は
、
彼
の
名
を
世
に
高
ら
し
め
た
も
の
の
一
っ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
白
伝
（
「
鉄
笛
道
人
楊

維
槙
自
伝
」
「
国
朝
献
徴
録
」
巻
一
一
五
所
収
）
は
隠
遁
自
由
の
境
地
を
述
べ
る
の
に
忙
し
く
、
「
正
統
辮
」
の
別
名
ら
し
い
、
「
三
史
統
論

五
壬
言
」
の
七
字
を
著
作
と
し
て
記
す
に
と
ど
ま
る
。

　
こ
の
作
品
の
発
表
は
彼
の
一
生
の
上
で
重
大
な
事
件
の
は
ず
で
あ
っ
た
。
宋
溝
の
墓
誌
銘
に
い
う
。
「
是
（
肉
親
の
喪
）
自
り
鑑
曹
一
官

吏
任
命
）
に
調
せ
ら
れ
ざ
る
者
十
年
。
会
ま
、
詔
有
り
て
、
遼
一
金
一
宋
三
史
を
修
せ
し
む
。
君
、
正
統
辮
壬
言
を
作
る
。
大
司
徒
欧
陽
文

公
玄
之
を
読
み
て
嘆
じ
て
日
く
、
百
年
の
後
、
公
論
此
に
定
ま
ら
ん
実
。
将
に
薦
め
ん
と
す
る
も
、
又
之
を
沮
む
者
有
り
。
」
こ
の
作
品
の



お
か
げ
で
時
の
宰
相
、
欧
陽
玄
に
と
り
た
て
ら
れ
、
中
央
政
府
入
り
で
き
る
寸
前
に
ま
で
来
た
の
で
あ
る
。

　
楊
維
槙
の
、
今
行
わ
れ
て
い
る
別
集
「
東
維
子
集
」
は
、
雑
駁
た
る
不
完
全
な
テ
ク
ス
ト
で
、
こ
の
「
正
統
辮
」
を
載
せ
な
い
。
我
々
が

読
み
う
る
の
は
、
「
軽
耕
録
」
巻
三
の
「
正
統
辮
」
の
条
に
収
め
る
も
の
、
そ
し
て
明
初
、
文
章
家
と
し
て
宋
溝
と
名
を
並
べ
た
貝
婁
の
別

集
「
貝
先
生
文
集
」
巻
二
「
鉄
崖
先
生
伝
」
に
引
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
い
く
ら
か
、
文
字
に
異
同
が
あ
る
が
、
伝
写
さ
れ
る
う
ち
に
脱

誤
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
元
中
期
以
後
の
江
南
で
は
、
例
え
ば
、
楊
維
槙
の
パ
ト
ロ
ン
の
顧
阿
瑛
の
如
く
、
名
士
の
文
章
を
出
版
す

る
、
好
事
な
富
裕
商
人
達
が
多
く
出
現
し
た
。
あ
っ
と
い
う
間
に
彼
の
文
章
は
広
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
。
話
は
少
し
ず
れ
る
が
、
明
人
都
穆

の
「
南
濠
話
話
」
に
次
の
記
事
を
の
せ
る
。
「
松
江
の
衰
御
史
景
文
未
だ
仕
え
ざ
る
時
、
嘗
て
友
人
と
楊
廉
夫
に
謁
す
。
几
上
に
白
燕
を
詠

む
詩
有
る
を
見
る
。
云
う
…
…
。
景
文
は
素
よ
り
詩
を
能
く
す
る
者
、
因
り
て
之
に
謂
い
て
日
く
、
先
生
の
此
の
詩
は
、
殆
ど
未
だ
体
物
の

妙
を
尽
く
さ
ざ
る
也
。
廉
夫
、
以
て
然
り
と
為
さ
ず
。
景
文
帰
り
て
詩
を
作
る
。
翌
日
、
廉
夫
に
呈
す
。
云
う
…
：
。
廉
夫
詩
を
得
て
歎
賞

す
。
数
紙
に
連
書
し
て
、
尽
く
坐
客
に
散
ず
。
一
時
呼
び
て
衰
白
燕
と
為
す
と
云
う
。
」
衰
景
文
を
有
名
に
し
た
、
白
燕
の
詩
の
故
事
で
あ

る
が
、
こ
の
よ
う
に
名
士
の
サ
ロ
ン
の
情
報
は
、
即
座
に
多
く
の
人
々
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

　
楊
維
槙
の
門
人
で
あ
っ
た
段
杢
は
、
幼
時
に
「
正
統
辮
」
を
読
ん
で
感
激
し
た
と
い
う
。
「
杢
は
幼
歳
白
り
窃
か
に
三
史
正
統
の
辮
を
読

ん
で
、
千
載
の
公
は
是
れ
先
生
の
斯
文
に
定
ま
ら
ん
こ
と
を
知
る
。
是
孫
り
益
す
其
の
書
を
求
め
て
、
手
も
て
抄
し
て
口
も
て
謂
す
。
」

（
「
強
斎
集
」
巻
五
「
祭
先
師
鉄
崖
楊
先
生
文
」
）
「
窃
か
に
」
の
一
字
に
こ
だ
わ
れ
ば
、
或
い
は
、
大
っ
ぴ
ら
に
読
ん
で
は
な
ら
な
か
っ
た

の
か
も
知
れ
な
い
が
、
と
も
か
く
子
供
ま
で
読
ん
で
い
る
程
に
知
れ
渡
っ
て
い
る
わ
け
だ
。

　
史
家
が
早
に
論
じ
て
い
る
こ
と
な
の
で
、
簡
単
に
「
正
統
辮
」
が
書
か
れ
た
背
景
を
述
べ
る
と
、
中
央
政
府
に
お
い
て
、
宋
遼
金
の
三
史

が
編
ま
れ
る
に
際
し
て
、
い
ず
れ
の
王
朝
が
正
統
で
あ
る
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
王
朝
の
末
喬
を
中
心
に
、
正
閨
論
争
が
戦
わ
さ
れ
た
。
そ
の

状
況
に
対
し
て
、
楊
維
槙
は
、
決
然
へ
（
南
）
宋
こ
そ
が
、
正
統
で
あ
り
、
元
が
そ
の
正
統
を
引
き
続
い
た
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
数
千
言
の
論
の
要
点
を
、
貝
婁
は
、
「
鉄
崖
先
生
大
全
集
」
の
序
で
要
領
よ
く
ま
と
め
て
い
る
。
「
其
の
言
は
以
為
え
ら
く
、
我
が
朝
は

当
に
宋
の
統
を
、
世
祖
混
一
の
日
に
於
い
て
続
ぐ
べ
し
。
当
に
遼
を
継
ぎ
金
を
継
ぐ
に
急
ぐ
べ
か
ら
ず
。
」
そ
し
て
、
其
の
論
は
、
「
正
大
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

し
て
剴
切
」
で
あ
り
、
「
観
る
者
は
之
を
懸
し
と
し
」
た
と
い
う
。

　
楊
維
槙
論
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
五
三



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

　
或
い
は
、
こ
の
「
正
統
辮
」
の
発
表
が
、
そ
の
後
の
彼
の
役
人
と
し
て
の
不
遇
に
つ
な
が
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
方
こ
の
論
が
、

南
宋
の
末
蕎
で
あ
る
、
江
南
の
士
大
夫
の
間
で
、
楊
維
槙
の
名
を
高
ら
し
め
た
要
因
の
一
つ
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
た
だ
、
こ
の
文
章
が
、
世
に
も
て
は
や
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
内
容
に
よ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
修
辞
の
見
事
さ
に
も
よ
っ
た
で
あ
ろ

う
。
明
人
葉
盛
の
「
水
東
日
記
」
巻
二
四
「
正
統
辮
」
の
条
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
楊
維
槙
の
他
に
も
周
以
立
と
い
う
人
が
「
正
統
辮
」
を
奉

上
し
て
、
南
宋
の
正
統
た
る
こ
と
を
論
じ
た
が
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
同
様
の
論
が
い
く
つ
か
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

ひ
と
り
楊
の
も
の
が
抜
き
ん
出
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
あ
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
み

　
楊
維
槙
は
、
「
肝
」
と
い
う
感
嘆
詞
、
「
集
」
や
「
爾
」
等
断
定
の
気
持
を
表
す
助
詞
、
「
乎
」
や
「
哉
」
等
強
い
反
語
の
気
持
を
表
す
助

詞
を
適
所
に
用
い
て
文
章
に
強
い
調
子
を
与
え
、
該
博
な
知
識
に
よ
っ
て
、
宋
の
正
統
に
し
て
、
金
一
梁
の
正
統
な
ら
ざ
る
こ
と
、
ま
た

元
朝
が
宋
朝
を
承
け
る
べ
き
こ
と
を
、
た
た
み
こ
む
よ
う
に
、
主
張
す
る
。
そ
の
熱
情
に
満
ち
た
長
広
舌
に
読
者
は
圧
倒
さ
れ
る
。
そ
の

一
方
、
ユ
ー
モ
ア
に
満
ち
た
奇
抜
な
表
現
に
も
満
ち
て
い
る
。
先
に
引
用
し
た
貝
婁
の
要
約
し
た
文
も
、
楊
維
槙
が
表
現
す
る
と
次
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

う
に
な
る
。
「
成
周
は
文
王
の
五
十
年
、
武
王
の
士
二
年
に
急
が
ず
し
て
、
而
も
天
下
の
大
統
を
集
す
。
則
ち
、
我
が
元
、
又
量
に
、
太
祖

開
国
五
十
年
及
び
世
祖
十
有
七
年
に
急
い
で
、
而
も
天
下
の
大
統
を
集
さ
ん
哉
。
」
や
や
こ
じ
つ
け
の
感
の
あ
る
論
理
を
と
う
と
う
と
ま
く

し
た
て
る
。
そ
し
て
、
責
任
の
が
れ
を
す
る
史
官
達
に
毒
舌
を
あ
び
せ
か
け
る
。
「
晋
史
は
、
唐
に
修
せ
ら
る
れ
ば
、
則
ち
、
宋
史
の
修
せ

ら
る
る
は
、
宜
し
く
今
日
に
在
る
べ
く
し
て
、
譲
る
無
し
夷
。
而
る
を
今
日
の
君
子
は
、
又
、
公
け
を
議
し
て
論
定
す
る
者
を
以
て
自
任
せ

ず
。
而
し
て
又
譲
一
い
い
の
が
れ
）
し
て
日
く
、
公
論
を
後
の
儒
者
に
付
さ
ん
と
。
吾
知
ら
ず
、
後
の
儒
者
と
は
何
の
儒
た
る
か
を
。
此
れ

則
ち
余
今
日
の
君
子
の
為
に
之
れ
痛
惜
す
る
也
。
」
．
一
先
の
貝
襲
の
「
鉄
崖
先
生
大
全
集
序
」
の
末
句
が
、
き
ま
り
文
句
の
「
実
に
、
代

（
世
）
の
言
を
知
る
者
に
候
つ
有
り
」
で
終
わ
っ
て
い
る
の
は
、
事
情
は
違
う
け
れ
ど
も
苦
笑
さ
れ
る
。
）

　
こ
の
よ
う
に
楊
維
槙
ら
し
い
、
「
奇
」
な
る
色
彩
を
帯
び
た
名
文
な
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
も
ら
れ
て
い
る
思
想
は
、
そ
れ
こ
そ
「
正

統
」
な
き
ま
じ
め
な
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
一
生
「
奇
」
を
つ
ら
ぬ
い
た
が
、
一
方
「
正
統
」
で
も
っ
て
一
生
を
終
え
た
と
も
い
え
る
。

　
自
伝
の
冒
頭
に
い
う
。
「
鉄
笛
道
人
な
る
者
は
、
会
稽
の
人
。
祖
は
関
西
の
出
也
。
」
「
関
西
の
出
」
と
は
「
関
西
の
孔
子
」
と
呼
ば
れ
た

後
漢
の
学
者
楊
震
を
さ
す
。
宋
溝
の
墓
誌
銘
に
「
漢
の
太
尉
震
に
喬
出
す
」
と
あ
る
。
う
そ
か
ま
こ
と
か
わ
か
ら
ぬ
が
、
少
な
く
と
も
家
伝



や
族
譜
の
上
で
は
そ
う
で
あ
っ
た
ろ
う
。
後
漢
の
清
流
派
と
し
て
著
名
な
自
ら
の
先
祖
を
楊
は
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
ろ
う
。
貝
襲

の
伝
に
よ
れ
ば
、
「
少
く
し
て
穎
悟
学
を
好
み
、
日
に
書
数
千
一
言
を
記
す
。
父
宏
は
為
に
万
巻
楼
を
鉄
崖
山
中
に
築
き
、
楼
上
に
読
書
せ
使

　
　
　
　
も
っ
ぱ

む
。
性
の
纈
ら
な
ら
ず
怠
た
り
易
き
を
灌
れ
、
梯
を
去
り
轄
轄
も
て
食
を
伝
う
。
積
む
こ
と
五
年
、
経
史
百
氏
に
貫
穿
し
、
老
師
と
難
も

及
ば
ず
。
因
り
て
鉄
崖
と
号
す
。
」
宋
溝
の
墓
誌
銘
「
稽
や
長
じ
て
師
に
従
い
て
春
秋
説
を
授
け
ら
る
。
析
辮
刺
幾
（
識
）
を
講
ず
る
こ
と

百
十
家
を
蹴
ゆ
。
大
夫
公
一
父
）
期
す
る
に
重
器
を
以
て
し
、
弱
齢
に
至
り
て
為
に
室
を
授
け
ず
。
甫
東
に
遊
学
せ
碑
む
。
魔
馬
に
費
さ

ず
。
黄
氏
日
紗
諸
書
を
購
い
て
以
て
帰
る
。
大
夫
公
駿
び
て
日
く
、
此
れ
顧
っ
て
良
馬
よ
り
多
な
ら
ず
耶
。
躬
ら
為
に
装
視
一
装
訂
）
し
、

之
を
し
て
周
覧
せ
使
む
。
奉
定
丁
卯
（
二
二
二
七
一
春
秋
を
用
て
進
士
の
第
に
擢
ん
で
ら
る
。
」
幼
い
時
か
ら
猛
勉
強
の
日
々
で
あ
っ
た
。

特
に
、
春
秋
学
に
専
念
し
た
こ
と
が
、
後
に
「
正
統
辮
」
を
書
く
に
至
っ
た
、
彼
の
歴
史
意
識
を
培
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
南
宋
の
学
者

で
、
程
朱
の
学
を
講
じ
た
黄
震
の
主
要
著
作
で
あ
る
「
黄
氏
日
紗
一
抄
）
」
を
、
旅
費
を
節
約
し
て
購
っ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
朱
子
学

的
な
厳
格
な
モ
ラ
ル
の
中
で
彼
は
育
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
恐
ち
く
は
、
早
く
か
ら
、
朱
子
の
歴
史
解
釈
の
書
で
あ
る
「
資
治
通
鑑
綱
目
」
に

彼
は
目
を
通
し
て
い
た
。
「
正
統
辮
」
は
こ
の
書
を
し
ば
し
ば
引
用
し
、
そ
の
論
議
の
よ
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
も
多
く
は
こ
の
書
で
あ
っ
た
ら

し
い
。
そ
し
て
春
秋
の
科
目
で
、
蒙
古
人
支
配
下
で
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
科
挙
に
合
格
し
た
。
こ
の
時
、
大
都
の
大
官
、
胡
助
が
、
や
は
り

合
格
し
た
、
一
族
の
胡
允
文
が
帰
郷
す
る
の
と
と
も
に
、
都
を
離
れ
る
楊
維
槙
を
送
っ
た
詩
が
残
っ
て
い
る
。
（
「
純
白
斎
類
稿
」
巻
四
「
送

胡
允
文
、
楊
廉
夫
、
趨
彦
直
登
第
帰
趨
」
）
そ
の
一
節
に
「
淵
源
は
春
秋
の
学
、
同
に
究
む
尊
王
の
旨
」
と
あ
っ
て
彼
ら
の
立
派
さ
を
ほ
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と

た
た
え
、
は
げ
ま
す
。
も
っ
と
も
「
一
り
に
は
天
台
県
を
宰
す
、
弦
歌
し
て
山
水
を
好
む
。
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
は
経
歴
か
ら
い
っ
て
楊
維

禎
の
こ
と
で
あ
る
が
、
早
く
も
彼
の
音
楽
や
自
然
へ
の
耽
溺
が
特
徴
的
な
こ
と
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。

　
や
が
て
、
若
者
達
が
彼
を
慕
っ
て
門
下
に
集
っ
た
。
彼
等
と
だ
ら
し
な
く
遊
ん
だ
り
も
し
た
だ
ろ
う
が
、
厳
格
な
教
師
と
し
て
の
一
面

も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
門
下
生
の
ひ
と
り
段
杢
の
先
に
弓
用
し
た
「
先
師
鉄
崖
楊
先
生
を
祭
る
文
」
は
以
下
の
よ
う
に
続
く
。
「
至
正
戊

子
一
二
一
四
八
）
の
歳
に
当
た
り
て
先
生
の
門
に
溺
掃
す
る
を
獲
た
り
。
一
見
の
頃
、
此
の
子
教
う
可
し
、
吾
之
に
経
を
授
け
ん
と
謂
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ま

春
秋
の
大
義
は
謹
厳
を
之
れ
訓
教
し
（
？
）
三
伝
の
得
失
、
日
夕
討
論
す
。
既
に
問
な
れ
ば
、
文
章
を
為
る
を
学
ば
使
め
、
六
籍
よ
り
而

下
、
孟
子
の
辮
、
太
史
公
の
健
、
離
騒
の
憂
、
韓
愈
の
粋
、
直
指
し
て
畢
く
陳
べ
ざ
る
は
莫
し
。
之
を
博
む
る
に
万
変
の
奇
を
以
て
し
、
而

　
楊
　
　
維
　
　
槙
　
　
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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し
て
之
を
約
す
る
に
一
理
の
真
を
以
て
す
。
奨
誘
の
過
ぎ
た
る
、
属
望
の
厚
き
に
至
り
て
は
、
則
ち
日
く
、
汝
其
れ
大
儒
と
為
り
て
後
に

当
に
聞
ゆ
る
こ
と
有
る
べ
し
と
。
」
先
師
を
祭
る
文
な
の
で
、
宴
楽
の
記
述
が
な
い
の
か
も
知
れ
ぬ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
魅
力
あ
る
教
師
像

で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
彼
が
杭
州
に
赴
任
し
た
頃
に
、
朱
子
の
「
資
治
通
鑑
綱
目
」
を
つ
ぐ
「
宋
史
綱
目
」
の
作
成
に
と
り
か
か
り
、
松
江
に
隠
遁
し

た
頃
に
は
ほ
ぼ
完
成
し
た
ら
し
い
。
貝
襲
の
「
筆
議
軒
記
」
（
貝
先
生
全
集
巻
四
）
に
い
う
。
「
襲
、
鉄
崖
楊
公
に
従
い
て
、
銭
唐
に
在
り
し

時
、
公
は
遼
金
宋
三
史
を
読
み
て
慨
然
と
し
て
、
朱
子
義
例
を
取
り
て
宋
史
綱
目
を
作
る
志
有
り
。
…
－
尋
い
で
兵
変
に
値
い
て
流
離
散

処
し
、
十
五
年
を
閲
て
復
た
雲
間
に
会
す
。
公
又
日
く
、
吾
が
宋
史
綱
目
は
巳
に
成
書
有
り
。
中
に
又
論
ず
可
き
者
あ
り
て
、
未
だ
敢
え
て

出
さ
ざ
る
也
。
」
宋
擦
の
墓
誌
銘
に
よ
る
と
、
楊
維
槙
の
著
作
と
し
て
「
補
正
三
史
綱
目
」
な
る
書
が
あ
る
が
、
こ
の
宋
史
綱
目
が
発
展
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
遼
金
宋
が
並
列
し
た
形
で
は
な
く
て
、
あ
く
ま
で
も
宋
を
正
統
と
し
て
、
他
を
副
と
し
た
彼

の
朱
子
学
的
理
念
に
か
な
っ
た
書
を
作
ろ
う
と
し
て
、
研
究
を
続
け
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
こ
こ
ま
で
わ
ざ
と
議
論
を
避
け
て
来
た
の
だ
が
、
こ
の
楊
維
槙
の
朱
子
学
的
な
「
正
統
」
へ
の
執
着
は
、
本
当
に
時
の
モ
ン
ゴ
ル
皇
帝

を
対
象
と
し
て
い
た
の
か
い
さ
さ
か
不
安
で
あ
る
。
異
民
族
の
皇
帝
を
戴
く
こ
と
は
、
朱
子
学
的
理
念
と
衝
突
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
し

か
し
今
残
る
彼
の
詩
文
に
は
、
あ
か
ら
さ
ま
な
反
モ
ン
ゴ
ル
性
は
な
い
し
、
む
し
ろ
非
漢
民
族
と
の
交
渉
が
ま
ま
見
う
け
ら
れ
る
。
「
正
統

辮
」
に
は
、
南
宋
へ
の
愛
着
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
モ
ン
ゴ
ル
の
支
配
を
う
け
た
上
で
、
江
南
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を

主
張
す
る
底
の
も
の
に
私
は
思
え
る
。
た
だ
元
末
の
い
よ
い
よ
混
乱
が
深
ま
っ
た
時
期
に
な
る
と
、
モ
ン
ゴ
ル
皇
帝
の
「
正
統
」
が
彼
の

心
の
中
で
も
怪
し
く
な
り
始
め
て
来
た
で
あ
ろ
う
。
松
村
昂
氏
は
、
先
の
論
文
で
、
彼
の
楽
府
の
い
く
つ
か
に
は
「
英
雄
の
登
場
へ
の
期

待
」
が
表
明
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。

　
元
末
　
張
士
誠
が
し
ば
し
ば
彼
を
招
い
た
が
、
彼
は
応
じ
な
か
っ
た
。
や
が
て
明
の
革
命
が
は
じ
ま
る
。
老
年
の
楊
維
槙
に
は
、
も
は

や
事
態
の
変
化
に
対
す
る
余
カ
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
そ
こ
に
、
あ
ら
た
な
る
「
正
統
」
の
担
い
手
　
洪
武
帝
が
彼
を
召
し
よ
せ
よ
う
と
す

る
。
明
史
巻
二
八
五
　
楊
維
槙
の
本
伝
を
引
く
。
「
洪
武
二
年
、
太
祖
、
諸
儒
を
召
し
て
礼
楽
書
を
纂
せ
し
む
。
維
槙
は
前
朝
の
老
文
学
な

る
を
以
て
、
翰
林
虐
同
を
遣
わ
し
て
幣
を
奉
じ
て
闘
に
詣
ら
し
む
。
維
槙
謝
し
て
日
く
『
量
に
老
婦
の
将
に
木
に
就
か
ん
と
し
て
、
而
し



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

て
再
び
嫁
す
る
を
理
せ
ん
者
有
ら
ん
邪
』
明
年
、
復
た
有
司
を
遣
わ
し
て
敦
く
促
が
さ
し
む
。
老
客
婦
謡
一
章
を
賦
し
て
進
御
す
。
日
く
、

『
皇
帝
吾
が
能
く
す
る
を
蝿
く
せ
。
吾
が
能
わ
ざ
る
所
を
強
い
ざ
れ
ば
則
ち
可
な
り
。
否
ん
ば
則
ち
海
を
踏
み
て
死
す
る
有
る
耳
。
』
帝
之

を
許
す
。
安
車
を
賜
い
て
閾
廷
に
詣
ら
し
む
。
纂
す
る
所
の
叙
例
略
ぼ
定
ま
り
、
則
ち
骸
骨
を
乞
う
。
帝
其
の
志
を
成
し
、
価
お
安
車
を
給

い
て
山
に
還
ら
し
む
。
史
館
胃
監
の
士
、
西
門
の
外
に
祖
帳
す
。
宋
溝
之
に
詩
を
送
り
て
日
く
、
『
君
王
の
五
色
の
詔
を
受
け
ず
、
白
衣
も

て
宣
せ
ら
れ
て
至
り
白
衣
も
て
還
る
。
』
蓋
し
之
を
高
し
と
す
る
也
。
家
に
低
り
て
卒
す
。
年
七
十
五
。
」

　
最
後
の
「
正
統
」
に
対
す
る
お
勤
め
を
果
た
し
て
死
ん
だ
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
彼
の
内
心
は
わ
か
ら
ぬ
。
横
暴
な
皇
帝
に
対
す
る
恐
れ

で
い
っ
ぱ
い
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
「
正
統
」
に
再
び
め
ぐ
り
あ
え
て
満
足
だ
っ
た
ろ
う
か
。

「
老
客
婦
謡
」
は
、
明
の
朱
存
理
「
珊
瑚
木
難
」
巻
八
に
そ
の
全
文
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
直
後
に
唐
同
の
「
老
客
婦
伝
」
が
続
く
。

事
の
経
緯
が
く
わ
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
中
に
「
安
車
を
賜
い
て
閾
廷
に
詣
ら
し
む
。
留
ま
る
こ
と
百
有
二
十
日
。
礼
文
畢
り
、
史
統
定

ま
る
。
」
と
あ
っ
て
明
史
の
記
述
と
少
し
ち
が
う
。
「
史
統
定
ま
る
」
と
い
う
表
現
が
具
体
的
に
何
を
指
す
か
は
不
明
だ
が
、
楊
維
■
槙
の
数

十
年
前
の
出
世
作
「
正
統
辮
」
が
容
易
に
思
い
出
さ
れ
る
。
恐
ら
く
、
元
か
ら
明
へ
の
「
正
統
」
の
移
動
を
確
実
な
ら
し
め
た
こ
と
を
指
す

の
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
正
し
い
礼
法
を
明
に
伝
え
た
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る
。

　
宋
溝
が
楊
維
槙
に
送
っ
た
詩
も
同
じ
巻
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
今
全
文
を
引
く
。

「
楊
維
槙
の
呉
撚
に
帰
る
を
送
る

皓
仙
八
十
商
山
を
起
ち
、
喜
び
て
動
く
天
顔
腿
只
の
間
。
一
代
の
遼
金
は
宋
史
に
帰
し
、
百
年
の
礼
楽
は
春
宮
に
上
る
。
帰
心
只
憶
う
鰹

魚
膳
、
野
性
随
う
に
瀬
し
鴛
鴛
班
。
君
王
の
五
色
の
詔
を
受
け
ず
、
白
衣
も
て
宣
せ
ら
れ
て
至
り
白
衣
も
て
還
る
　
宋
溝
」

「
皓
仙
」
や
「
野
性
」
や
「
白
衣
」
の
如
き
、
自
由
人
楊
維
槙
に
ふ
さ
わ
し
い
字
句
の
中
に
「
一
代
の
遼
金
は
宋
史
に
帰
す
。
」
と
い
う
固

い
字
句
が
あ
る
。
こ
れ
も
「
正
統
辮
」
を
意
識
し
て
い
る
と
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
今
元
百
年
の
礼
楽
を
明
に
伝
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
完

全
に
「
正
統
」
は
明
に
移
っ
た
。
漢
民
族
王
朝
の
明
に
移
っ
た
以
上
、
宋
が
「
正
統
」
と
み
な
さ
れ
る
の
は
必
定
。
こ
れ
か
ら
は
宋
の
年
号

で
遼
金
史
は
語
ら
れ
よ
う
。
「
正
統
辮
」
で
述
べ
た
君
の
希
望
は
か
な
え
ら
れ
た
の
だ
。

　
楊
維
槙
が
何
を
思
っ
た
か
は
と
も
か
く
、
外
面
上
は
「
奇
」
た
る
一
生
と
「
正
統
」
た
る
一
生
の
両
方
を
彼
は
全
う
し
た
こ
と
に
な
る
。
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「
正
統
辮
」
に
は
後
日
談
が
あ
る
。
時
代
は
下
っ
て
再
び
異
民
族
が
「
正
統
」
を
承
け
た
清
代
の
乾
隆
年
間
に
「
四
庫
全
書
」
が
編
纂
さ
れ

た
。
四
庫
全
書
所
収
「
綴
耕
録
」
一
陶
宗
儀
）
の
提
要
に
い
う
。
「
惟
だ
、
第
三
巻
中
に
楊
維
槙
の
正
統
辮
二
千
六
百
蟹
言
を
載
す
。
大
旨
は

元
を
以
て
南
宋
の
統
を
承
け
し
め
ん
と
欲
し
て
遼
金
を
排
斥
す
。
…
－
論
を
持
す
る
こ
と
殊
に
継
繧
と
為
す
。
：
：
今
此
の
條
を
刷
る
。
」

つ
ま
り
、
編
纂
官
達
は
、
満
州
族
の
前
身
で
あ
る
全
朝
を
け
な
す
部
分
が
あ
る
の
で
気
を
ま
わ
し
て
削
ろ
う
と
し
た
の
だ
。

　
こ
れ
に
対
し
て
乾
隆
帝
は
「
館
臣
に
命
じ
て
楊
維
槙
の
正
統
辮
を
録
存
せ
し
む
る
諭
」
を
出
し
た
。
今
提
要
の
前
に
付
さ
れ
て
い
る
。

元
を
南
宋
に
継
が
せ
る
の
は
「
論
を
持
す
る
こ
と
頗
る
正
し
。
之
を
継
繧
と
謂
う
べ
か
ら
ず
。
」
い
ま
や
宋
が
正
統
た
る
は
常
識
。
「
皇
祖

　
　
　
　
　
　
　
　
さ

御
批
通
鑑
及
び
朕
の
向
き
に
批
す
る
所
の
通
鑑
輯
覧
は
倶
に
此
れ
一
宋
を
元
が
継
ぐ
こ
と
）
を
以
て
論
定
す
。
」
そ
し
て
、
こ
ん
な
こ
と
ま

で
皇
帝
は
い
う
。
「
朕
以
為
え
ら
く
、
但
だ
に
軽
耕
録
中
所
載
の
楊
維
禎
の
「
正
統
辮
」
は
刷
除
す
る
を
必
せ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
即
ち
楊

維
禎
文
集
内
に
も
亦
た
当
に
是
の
編
を
補
録
す
べ
し
。
並
び
に
此
の
論
を
各
の
巻
首
に
載
せ
よ
。
」
と
い
う
わ
け
で
、
今
四
庫
全
書
所
収
の

楊
維
槙
の
「
東
維
集
」
に
は
、
冒
頭
に
こ
の
論
が
お
か
れ
、
更
に
第
一
巻
の
前
に
首
巻
と
名
づ
け
て
「
正
統
辮
」
を
載
せ
て
い
る
。
欧
陽
玄

は
「
百
年
後
公
論
は
此
に
定
ま
ら
ん
。
」
と
い
っ
た
が
、
四
百
年
以
上
た
っ
て
も
公
論
は
楊
維
槙
の
い
う
と
お
り
で
あ
っ
た
。
文
人
達
の

「
奇
」
の
先
駆
者
で
あ
る
楊
維
槙
は
「
正
統
」
に
お
い
て
も
先
駆
者
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
こ
の
「
奇
」
と
「
正
統
」
と
い
う
相
矛
盾
す
る
性
格
を
、
い
か
に
処
理
し
て
楊
維
禎
像
を
把
握
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
い
い
か
え
れ

ば
、
最
も
「
文
人
的
、
自
由
人
的
」
な
も
の
と
、
最
も
「
道
学
者
的
」
な
も
の
と
が
、
楊
維
槙
の
中
に
並
存
し
て
あ
る
の
を
ど
う
解
釈
す
れ

ば
よ
い
の
か
。

　
彼
を
文
学
史
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
場
合
、
モ
ラ
ル
ー
1
「
道
学
者
」
の
部
分
は
捨
象
す
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

　
福
本
雅
一
氏
は
「
楊
鉄
崖
楽
府
序
説
」
（
帝
塚
山
大
学
紀
要
　
第
一
輯
　
一
九
六
四
）
で
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。

「
要
す
る
に
、
鉄
崖
詩
に
於
い
て
、
そ
の
文
学
的
な
成
果
こ
そ
が
問
題
と
な
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
モ
ラ
ル
を
前
面
に
据
え
て
論
ず
る
こ
と

は
、
無
意
味
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
」

　
明
代
よ
り
始
ま
る
文
学
至
上
主
義
の
流
れ
に
つ
な
げ
る
た
め
に
は
な
る
ほ
ど
こ
の
立
場
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
、
楊
の
楽
府



に
多
い
、
訓
戒
の
作
品
に
対
し
て

「
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
モ
ラ
ル
を
称
楊
し
て
い
る
作
品
は
、
概
ね
詩
と
し
て
秀
れ
た
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
」

と
喝
破
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
明
言
さ
れ
る
。

「
詩
の
中
に
見
ら
れ
る
思
想
は
、
あ
く
ま
で
も
結
果
で
あ
っ
て
、
目
的
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
道
徳
性
を
強
調
す
る
意
図
の
下
に
作
ら
れ
た

も
の
は
、
ポ
ェ
ジ
i
も
拘
束
さ
れ
、
萎
縮
し
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
の
も
巳
む
を
得
な
い
。
」

　
た
だ
、
筆
者
は
、
文
学
発
展
史
の
観
点
か
ら
は
な
れ
て
、
元
以
降
現
代
に
至
る
中
国
人
の
精
神
史
を
考
え
る
う
え
で
、
自
由
人
の
よ
う

で
あ
り
な
が
ら
、
ど
う
し
て
も
「
正
統
」
や
「
モ
ラ
ル
」
や
「
伝
統
的
価
値
」
に
つ
い
て
こ
だ
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
楊
維
槙
の
心
の
く
ま
を

観
察
す
る
の
も
無
益
で
は
な
い
と
信
じ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
彼
の
伝
統
的
文
学
へ
の
執
着
で
あ
る
。
彼
の
別
集
の
名
は
「
鉄
崖
古
楽
府
」
や
「
復
古
詩
集
」
の
ご
と
く
古

え
を
強
調
す
る
も
の
が
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
新
奇
な
印
象
を
読
者
に
与
え
る
天
才
と
想
像
の
奔
放
が
彼
の
作
品
に
み
ら
れ
る
が
、
意
図

す
る
と
こ
ろ
は
古
典
の
再
発
見
で
は
な
か
っ
た
か
と
筆
者
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
文
学
に
新
風
を
お
こ
す
つ
も
り
な
ら
ば
、
新
し
い
形
式
の
文
学
に
従
事
す
る
の
が
最
も
有
効
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
だ
け
の
自
由

人
で
あ
り
な
が
ら
、
彼
は
そ
の
気
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
端
的
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
「
金
金
元
詞
」
に
彼
の
詞
が
一
篇
も
お
さ
め
ら

れ
て
お
ら
ず
「
金
元
散
曲
」
に
は
出
処
の
う
た
が
わ
し
い
散
曲
が
一
つ
だ
け
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
決
し
て
こ
の
種
の
文
学
に
理
解
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
散
曲
（
当
時
は
今
楽
府
と
い
っ
た
）
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー

に
い
く
つ
か
塵
言
を
し
た
た
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
周
月
湖
今
楽
府
序
」
（
「
東
維
子
集
」
巻
十
一
）
に
い
う
。
「
士
大
夫
の
今
楽
府
を
以
て
鳴
る
者
、
奇
巧
は
、
関
漢
卿
、
庚
吉
甫
、
楊
淡
齋

に
如
く
は
無
く
、
豪
爽
は
則
ち
潟
海
粟
、
騰
玉
雷
の
如
き
有
り
。
醒
籍
は
則
ち
貫
酸
斎
、
馬
昂
文
の
如
き
あ
り
。
其
の
体
裁
は
各
の
異
り
、

宮
商
は
相
宣
す
。
皆
、
絃
竹
に
被
ら
す
可
き
者
也
。
」
こ
の
新
し
い
形
式
の
文
学
に
造
詣
が
深
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
立
派
な
文
学
で

あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

　
だ
が
、
全
く
賛
成
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
て
「
継
い
で
起
こ
る
者
は
枚
挙
す
可
か
ら
ず
。
往
々
に
し
て
文
朱
に
泥
む
者
は
、
音
節
を
失
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い
、
音
節
に
諸
う
も
の
は
文
采
を
鱈
く
。
之
を
兼
ぬ
る
者
は
実
に
難
き
也
。
」
そ
し
て
、
古
典
的
価
償
観
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
強
調

す
る
。
「
夫
れ
詞
曲
は
古
詩
の
流
に
本
づ
く
。
既
に
楽
府
を
以
て
編
に
名
づ
く
れ
ば
、
則
ち
宜
し
く
、
風
雅
饒
韻
の
在
る
べ
し
。
」
そ
し
て
、

今
の
散
曲
の
往
々
に
し
て
浮
薄
な
の
を
嘆
く
。
「
萄
し
く
も
専
ら
時
変
を
逐
っ
て
俗
趨
を
競
い
、
自
ら
其
の
街
談
市
諺
の
随
に
流
る
る
を
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

ら
ざ
れ
ば
、
夫
の
錦
臓
緩
賄
の
鑑
し
と
為
す
を
見
ざ
る
也
。
則
ち
何
ぞ
今
の
楽
府
に
取
ら
ん
。
絃
竹
に
被
ら
す
可
き
者
な
ら
ん
哉
」
そ
の

よ
う
な
も
の
は
存
在
価
値
は
な
い
と
い
う
。

　
ど
う
し
て
も
彼
の
頭
の
中
で
は
、
流
行
曲
よ
り
も
古
楽
府
を
上
位
に
お
か
な
く
て
は
す
ま
な
か
っ
た
。
だ
が
そ
の
魅
力
は
理
解
で
き
た
。

だ
か
ら
古
楽
府
に
よ
っ
て
そ
の
魅
カ
を
出
せ
る
な
ら
ば
、
散
曲
な
ど
は
要
ら
な
い
と
思
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

「
沈
氏
今
楽
府
序
」
に
い
う
。
（
東
維
子
集
巻
十
一
）
「
或
る
ひ
と
問
う
、
騒
は
以
て
弦
に
被
ら
す
可
き
か
。
日
く
、
騒
は
詩
の
流
。
詩
以
て

弦
に
す
可
け
れ
ば
、
則
ち
騒
其
れ
可
な
ら
ざ
ら
ん
や
。
或
い
は
日
う
有
り
。
騒
は
古
今
無
く
し
て
、
楽
府
は
古
今
有
る
は
何
ぞ
や
。
日
く
、

騒
の
下
れ
る
を
楽
府
と
為
せ
ば
、
則
ち
亦
た
騒
の
今
な
り
集
。
然
れ
ど
も
楽
府
は
漢
に
出
づ
。
以
て
古
と
い
う
可
し
。
六
朝
よ
り
而
下
は

皆
今
な
り
実
、
士
の
是
に
操
触
す
る
者
は
、
文
墨
の
遊
な
る
耳
。
」
昔
か
ら
今
に
近
づ
く
ほ
ど
ど
ん
ど
ん
価
直
が
さ
が
る
と
い
う
「
正
統
」

な
固
定
観
念
が
牢
固
と
し
て
彼
の
頭
の
中
に
は
あ
る
。
そ
し
て
、
散
曲
な
ど
は
遊
び
だ
と
い
う
。
特
に
が
ま
ん
が
な
ら
な
い
の
は
、
散
曲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ま

が
道
徳
の
役
に
立
つ
と
い
う
愚
論
だ
。
「
其
の
声
文
を
以
て
、
君
臣
夫
婦
仙
釈
氏
の
典
故
を
綴
り
、
以
て
人
の
視
聴
を
警
し
め
、
凝
児
女
を

し
て
、
古
今
の
美
悪
成
敗
の
勧
懲
有
る
を
知
ら
使
む
る
は
則
ち
関
庚
氏
の
伝
奇
の
変
よ
り
出
づ
。
或
る
い
は
以
て
治
世
の
音
と
為
す
。
則

ち
国
を
辱
し
む
る
こ
と
甚
し
。
」
こ
の
言
葉
の
背
景
に
は
、
我
が
古
楽
府
こ
そ
勧
懲
の
役
に
立
ち
国
の
た
め
に
な
る
の
だ
、
俗
な
劇
や
曲
な

ど
に
そ
の
領
分
を
犯
さ
れ
て
た
ま
る
か
と
い
う
頑
固
さ
が
あ
ろ
う
◎
こ
の
よ
う
な
考
え
で
あ
る
限
り
、
彼
の
古
楽
府
に
モ
ラ
ル
か
ら
離
れ

た
文
学
白
体
の
す
ば
ら
し
さ
を
求
め
る
の
は
、
僥
幸
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
散
曲
に
も
よ
い
作
品
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
る

感
受
性
が
彼
に
は
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
散
曲
の
流
行
に
対
す
る
対
抗
意
識
は
燃
え
あ
が
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
然
れ
ど
も
媒
雅
邪
正

豪
菱
部
野
は
則
ち
亦
た
其
の
人
品
に
随
い
て
之
を
得
。
楊
盧
騰
李
潟
費
馬
白
は
、
皆
一
代
の
詞
伯
に
し
て
、
是
に
遊
ば
ざ
る
能
わ
ず
。
」
そ

し
て
今
楽
府
よ
り
も
、
自
分
の
主
張
す
る
古
楽
府
を
学
べ
と
い
わ
ん
ば
か
り
の
こ
と
を
記
す
。
「
遜
年
以
来
、
小
葉
俳
輩
の
類
、
今
楽
府
を

以
て
自
ら
鳴
り
、
往
々
に
し
て
街
談
市
諺
の
郡
に
流
れ
、
漁
樵
欺
乃
に
も
之
れ
如
か
ざ
る
者
有
り
。
吾
知
ら
ず
又
十
年
二
十
年
の
後
其
の



変
じ
て
何
如
と
為
る
か
を
。
呉
興
の
沈
子
厚
氏
は
文
史
に
通
ず
。
善
く
古
歌
詩
を
為
る
。
間
ま
亦
た
楽
府
に
遊
ぶ
。
記
す
、
余
数
十
年
前
太

湖
上
に
客
た
る
に
、
鉄
龍
弓
一
章
を
賦
す
。
子
厚
余
に
連
和
す
る
こ
と
四
章
。
皆
鉄
龍
体
に
傲
う
。
瓢
々
然
と
し
て
雲
を
凌
ぐ
気
あ
り
。
心

に
已
に
之
を
異
と
す
。
」
と
こ
ろ
が
今
楽
府
の
集
な
ぞ
持
っ
て
来
や
が
っ
て
と
い
う
気
持
が
裏
に
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

「
沈
生
楽
府
序
」
も
同
様
で
あ
る
。
（
「
東
維
集
」
　
巻
十
一
）
「
生
は
読
書
強
記
。
晋
人
の
帖
、
南
唐
人
の
画
に
志
有
り
。
楽
府
は
特
だ
其

の
饒
な
る
耳
。
生
の
才
を
求
む
る
者
有
れ
ば
、
是
を
以
て
掩
う
勿
れ
。
」
自
分
を
慕
っ
て
、
今
楽
府
の
集
に
序
を
求
め
て
来
た
若
者
に
対
し

て
、
今
楽
府
を
こ
の
よ
う
に
腐
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
楊
維
槙
が
詞
曲
を
作
る
と
は
と
て
も
思
え
な
い
。
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
く
て
も
と
か
ら
作
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。

　
こ
う
し
た
観
点
か
ら
見
な
お
す
と
、
楊
維
禎
の
詩
に
古
楽
府
に
限
ら
ず
、
古
典
に
傲
っ
た
も
の
が
多
い
こ
と
も
納
得
で
き
る
。
例
え
ば

宮
詞
や
香
奮
体
や
竹
枝
歌
と
い
っ
た
題
が
あ
り
、
李
商
隠
や
杜
甫
や
李
白
に
な
ら
う
旨
の
注
が
あ
る
。
彼
の
詩
は
、
よ
く
李
賀
を
ま
ね
た

と
い
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
も
唐
詩
の
異
端
に
興
味
が
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
や
は
り
過
去
の
詩
に
学
ぶ
と
い
う
「
正
統
」
へ
の
愛
着
が
強

い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
そ
の
「
正
統
」
と
「
新
奇
」
の
関
係
だ
が
、
筆
者
は
こ
う
考
え
る
。
楊
維
槙
は
あ
く
ま
で
も
「
正
統
」
に
こ
だ
わ
り
続
け
た
。
「
正

統
」
こ
そ
が
、
人
間
に
美
し
い
秩
序
を
与
え
る
も
の
だ
と
思
っ
た
。
し
か
し
昔
の
人
問
と
今
の
人
問
と
は
違
う
。
ど
う
し
て
も
昔
の
秩
序

に
お
さ
ま
ら
な
い
も
の
が
あ
ふ
れ
出
た
の
が
「
奇
」
で
は
な
い
か
、
と
。
或
い
は
、
逆
の
見
方
を
す
れ
ば
、
「
奇
」
が
あ
ふ
れ
て
あ
ふ
れ
て

し
よ
う
が
な
い
の
を
、
何
と
か
正
統
で
秩
序
づ
け
よ
う
と
あ
が
く
姿
が
楊
維
槙
の
文
学
と
人
と
な
り
な
の
で
は
な
い
か
。

　
そ
し
て
、
こ
れ
は
楊
維
禎
に
隈
ら
ず
、
元
末
以
後
の
中
国
人
が
共
有
し
た
精
神
状
態
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
筆
者
は
持
っ
て

い
る
。
宋
の
と
き
よ
り
も
経
済
や
杜
会
が
可
音
に
も
拡
大
し
た
た
め
に
、
精
神
や
情
念
も
変
質
を
は
じ
め
た
の
に
、
旧
来
の
秩
序
で
何
と

か
ご
ま
か
し
て
い
る
が
、
ど
う
し
て
も
奇
妙
な
も
の
が
外
に
あ
ふ
れ
出
て
く
る
。
は
な
は
だ
観
念
的
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
感
触
を
筆
者
は

も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
歴
史
学
者
宮
崎
市
定
氏
は
か
つ
て
「
明
は
宋
の
繰
返
し
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
た
。
（
岩
波
全
書
「
中
国
史
」
下
　
四
四
八
頁
）
「
自
然
の

　
楊
維
槙
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二

地
理
環
境
が
あ
ま
り
変
化
せ
ず
、
文
化
の
点
に
お
い
て
も
、
宋
代
に
あ
ま
り
進
み
過
ぎ
た
結
果
、
そ
の
後
は
こ
れ
ぞ
と
い
う
ほ
ど
の
革
命

的
な
進
歩
が
な
い
か
ら
に
は
、
歴
史
は
繰
返
し
に
な
っ
て
し
ま
う
の
は
、
む
し
ろ
当
然
の
結
果
だ
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
」
だ
が
、
私

は
表
面
的
に
は
繰
返
し
で
も
、
経
済
の
拡
大
が
人
の
気
持
を
変
え
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
と
思
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
旧
来
の
伝
統
的
な

方
法
で
秩
序
づ
け
よ
う
に
も
ど
う
し
て
も
は
み
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。
宮
崎
氏
も
明
代
の
文
化
に
関
し
て
次
の
如
く
述
べ

ら
れ
る
。
「
（
宋
代
で
は
高
名
な
文
人
学
者
が
、
政
治
家
と
し
て
も
重
要
な
地
位
に
つ
い
て
活
躍
し
た
者
が
多
い
が
）
明
代
の
文
化
は
反
っ

て
官
界
遊
泳
に
失
敗
し
て
仕
進
に
望
み
を
絶
ち
、
一
介
の
市
民
と
し
て
都
会
の
塵
の
申
に
埋
も
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
市
隠
に
よ
っ
て
推
進
さ

れ
た
。
」
（
前
掲
書
　
四
八
○
頁
）
そ
し
て
そ
の
例
と
し
て
、
祝
允
明
を
あ
げ
て
「
こ
の
種
の
隠
者
は
前
代
に
お
い
て
は
そ
の
比
を
見
な
い
。

恐
ら
く
は
明
代
に
始
ま
っ
た
新
し
い
生
活
様
式
な
の
で
あ
ろ
う
。
」
そ
れ
が
発
展
な
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
が
、
表
面
的
な
反
復
の
下

で
、
新
奇
な
文
化
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
楊
維
禎
の
作
品
は
よ
み
返
せ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
例
え
ば
、
杜
会
批
判
の
詩
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
「
塩
商
行
」
（
鉄
崖
古
楽
府
巻
二
）
を
よ
ん
で
み
よ
う
。
「
人
生
は
万
戸
侯
た
る
を
願

わ
ず
、
但
だ
塩
利
の
両
准
の
頭
た
る
を
願
う
。
人
生
は
万
金
の
宅
を
願
わ
ず
、
但
だ
塩
商
の
千
料
舶
を
願
う
。
大
農
は
塩
を
課
す
る
に
秋

　
　
わ
か

毫
を
析
つ
の
み
、
凡
そ
民
敢
え
て
鐙
刀
を
争
わ
ず
。
塩
商
は
本
是
れ
賎
家
の
子
、
独
り
王
家
と
富
豪
を
埼
す
。
亭
丁
頭
を
焦
が
し
て
海
権

を
焼
き
、
塩
商
手
を
洗
っ
て
運
握
を
簿
す
。
席
に
入
る
一
嚢
三
百
斤
、
津
を
漕
ぐ
牛
馬
千
蹄
角
。
司
綱
法
を
改
め
て
新
河
を
開
き
、
塩
商
力

を
添
え
謹
何
す
る
莫
し
。
大
艘
鉦
鼓
流
れ
に
順
う
て
下
り
、
検
制
敦
か
官
錨
を
懸
け
ん
。
呼
嵯
海
王
宝
を
愛
し
ま
ず
、
夷
吾
之
を
策
し
て

伯
道
を
成
す
。
如
何
ぞ
後
世
立
法
を
厳
し
く
す
る
に
、
舐
だ
塩
商
に
与
え
て
富
姪
と
成
す
。
魯
中
の
緒
、
蜀
中
の
羅
、
塩
を
以
て
家
を
起
こ

す
数
多
か
ら
ず
。
只
今
謹
か
補
わ
ん
貨
殖
伝
、
縞
羅
往
往
に
し
て
州
県
に
甲
な
り
。
」

　
さ
て
恐
ら
く
こ
の
詩
が
も
と
づ
く
白
楽
天
の
「
塩
商
婦
」
を
引
く
。

「
塩
商
婦
、
金
畠
多
し
、
田
農
と
蚕
績
と
を
事
と
せ
ず
。
南
北
東
西
家
を
失
わ
ず
、
風
水
を
郷
と
為
し
船
を
家
と
為
す
。
本
是
れ
楊
小
小
家

の
女
、
嫁
し
得
た
り
西
江
の
大
商
客
。
緑
髪
溜
り
去
り
て
金
叙
多
く
、
皓
腕
肥
え
来
り
て
銀
釧
窄
し
◎
前
に
蒼
頭
を
呼
び
後
に
碑
を
叱
る
。

爾
に
問
う
、
何
に
因
っ
て
か
此
く
の
如
き
を
得
た
る
。
婿
は
塩
商
と
作
り
て
十
五
年
、
州
県
に
属
せ
ず
天
子
に
属
す
。
毎
年
塩
利
の
官
に



入
る
時
、
少
し
く
官
家
に
入
れ
多
く
私
に
入
る
。
官
家
利
薄
く
私
家
厚
し
、
塩
鉄
尚
書
は
遠
く
し
て
知
ら
ず
。
何
ぞ
況
ん
や
江
頭
魚
米
賎

く
、
紅
鰭
黄
橦
香
稻
の
飯
、
飽
食
濃
粧
梅
楼
に
符
る
、
両
梁
の
紅
腿
花
綻
び
ん
と
欲
す
。
塩
商
の
婦
、
幸
い
有
り
て
塩
商
に
嫁
す
。
終
朝
美

飯
食
、
終
歳
好
衣
裳
。
好
衣
美
食
来
処
有
り
。
亦
た
須
ら
く
桑
弘
羊
に
漸
悦
す
べ
し
。
桑
弘
羊
、
死
す
る
こ
と
已
に
久
し
き
も
、
独
り
漢
時

の
み
な
ら
ず
今
も
亦
た
有
り
。
」

「
塩
商
婦
」
の
方
は
、
一
人
の
女
性
の
独
白
を
通
じ
て
わ
か
り
や
す
く
、
じ
ゅ
ん
じ
ゅ
ん
と
詠
ん
で
い
る
の
に
対
し
て
、
「
塩
商
行
」
の
方

は
、
楊
維
槙
が
、
塩
務
の
監
督
官
を
し
た
た
め
で
も
あ
る
が
、
た
く
さ
ん
の
事
柄
が
ご
だ
ご
だ
と
並
ん
で
分
か
り
に
く
い
。
だ
が
こ
の
ご

だ
ご
だ
と
し
た
分
か
り
に
く
さ
こ
そ
が
、
作
者
が
作
者
の
時
代
に
感
じ
た
、
塩
商
の
現
場
の
雰
囲
気
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
も
は
や

「
塩
商
婦
」
の
よ
う
な
悠
長
な
調
子
で
は
現
実
は
語
れ
な
い
の
だ
。
そ
し
て
楊
自
身
も
こ
の
時
代
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
来
て
い
る
。
「
如

何
ん
ぞ
後
世
立
法
を
厳
に
す
る
に
、
砥
だ
塩
商
に
与
え
て
富
姪
と
成
ら
し
む
」
経
済
の
拡
大
に
と
も
な
う
、
交
通
や
物
資
運
搬
の
煩
雑
さ
。

そ
れ
ら
が
無
意
識
の
う
ち
に
、
こ
の
詩
の
ゴ
タ
ゴ
タ
し
た
飛
躍
に
飛
ん
だ
出
き
ば
え
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
だ
と
筆
者
は
思
う
。

　
楊
維
槙
の
詩
文
は
、
い
く
つ
か
の
も
の
を
除
い
て
、
そ
の
奇
抜
さ
は
あ
ま
り
評
価
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
。
そ
の
幻
想
は
あ
ま
り
に
ひ

と
り
よ
が
り
で
、
つ
い
て
い
け
な
い
も
の
を
感
ず
る
。
だ
が
そ
れ
は
当
然
な
の
で
あ
る
。
そ
の
幻
想
は
、
ま
さ
に
古
典
的
な
秩
序
か
ら
は

み
出
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
と
り
と
め
も
な
い
断
片
な
の
だ
か
ら
。
我
々
は
そ
の
幻
想
の
美
し
さ
で
は
な
く
、
そ
の
幻
想
の
発
生
の
裏

に
あ
る
、
秩
序
だ
て
ら
れ
な
い
苛
立
ち
を
読
み
と
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。

　
一
方
、
「
正
統
」
の
立
場
に
立
っ
て
訓
戒
を
押
し
つ
け
よ
う
と
す
る
詩
も
、
結
局
は
、
そ
の
「
正
統
」
で
は
秩
序
づ
け
ら
れ
な
い
も
の
が

噴
出
し
て
、
論
理
が
中
途
半
端
に
な
っ
た
り
、
過
激
に
走
っ
た
り
し
て
、
こ
れ
も
失
敗
す
る
。

　
だ
が
、
彼
の
詩
文
が
も
て
は
や
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
彼
と
同
じ
よ
う
な
人
格
が
元
末
に
多
く
あ
ら
わ
れ
だ
し
た
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。
従
来
の
形
式
で
は
結
局
秩
序
づ
け
ら
れ
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
こ
の
新
し
い
状
況
を
何
と
か
秩
序
づ
け
よ
う
と
す
る
試
み
。

同
じ
悩
み
を
抱
く
青
年
達
は
そ
こ
に
ひ
か
れ
て
表
現
手
段
を
求
め
て
彼
の
下
に
集
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

何
に
せ
よ
、
文
人
達
の
「
奇
」
や
「
狂
」
が
、
社
会
的
抑
圧
に
対
し
て
自
已
を
解
放
し
よ
う
と
す
る
試
み
だ
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
考
え

　
楊
維
禎
論
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三



方
を
筆
者
は
も
う

で
き
な

い
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