
『
梧
渓
集
』
に
つ
い
て

要
　
　
木
　
　
純

　
王
朝
の
交
代
が
繰
り
返
さ
れ
る
中
国
史
に
お
い
て
、
知
識
人
達
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
出
処
進
退
の
決
断
を
追
ら
れ
た
。
旧
王
朝
に
対
し
て

節
を
守
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
変
節
、
転
向
の
や
む
な
き
に
い
た
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
新
王
朝
で
の
立
身
出
世
を
求
め
て
、

喜
ん
で
旧
を
捨
て
て
新
に
就
い
た
、
い
か
に
も
人
格
的
欠
陥
に
発
す
る
が
ご
と
く
見
え
る
例
は
、
史
上
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
く
、
後
世
の

我
々
を
し
て
し
ば
し
ば
唖
然
と
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
よ
く
よ
く
研
究
を
進
め
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
醜
行
と
し
て
非
難
さ
れ
つ
づ
け
た
例
も
、

歴
史
に
名
声
を
残
す
上
で
は
失
敗
で
あ
っ
て
も
、
当
時
の
一
定
の
空
気
の
下
に
あ
っ
て
は
、
あ
る
程
度
や
む
を
え
ざ
る
選
択
と
し
て
、
同

時
代
人
に
許
容
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
わ
か
る
場
合
が
、
こ
れ
ま
た
し
ば
し
ば
で
あ
る
。

　
一
方
、
節
を
守
っ
た
と
し
て
も
、
思
慮
な
し
の
そ
れ
は
、
親
戚
、
友
人
に
死
の
危
険
を
与
え
る
迷
惑
な
行
為
で
あ
り
、
社
会
的
権
威
の

あ
る
知
識
人
の
出
処
は
甚
だ
し
く
は
一
国
一
城
（
都
市
）
の
人
民
の
生
死
に
関
わ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
困
難
、
複
雑
な
条
件
に
あ
っ
て
、

最
も
穏
当
な
る
、
し
た
が
っ
て
消
極
的
に
傾
く
低
抗
方
法
と
し
て
選
ば
れ
た
の
が
、
新
王
朝
に
仕
え
ず
、
旧
王
朝
の
遺
民
と
し
て
、
杜
会

か
ら
の
引
退
を
よ
そ
お
っ
て
生
き
る
方
策
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
遺
民
と
い
う
生
き
方
も
、
簡
単
に
分
析
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
現
在
の
我
々
に
理
解
し
が
た
い
面
が
あ
る
。
と
い
う
の

は
、
人
間
関
係
が
殊
に
濃
密
で
あ
る
中
国
社
会
に
於
て
は
、
世
を
捨
て
る
こ
と
す
ら
も
自
分
一
人
の
意
志
で
決
め
ら
れ
る
部
分
の
少
な
い

営
為
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
生
き
方
の
選
択
を
促
し
た
の
は
、
合
理
的
な
思
想
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
時
代
の
空
気
と
で

も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
違
う
時
代
に
育
っ
た
我
々
に
は
、
前
後
一
貫
し
な
い
矛
盾
に
満
ち
た
生
き
方
の
よ
う
に
見
え

る
の
で
あ
る
。
筆
者
は
、
中
国
の
遺
民
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
思
想
性
を
求
め
る
巨
視
的
な
見
方
を
一
旦
捨
て
て
、
個
別
の
ケ
ー

『
橋
漢
集
』
に
つ
い
て



二

ス
を
探
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
裏
に
あ
る
空
気
、
雰
囲
気
を
全
体
的
に
把
握
で
き
た
ら
と
考
え
る
。

　
本
論
で
扱
う
『
梧
漢
集
』
の
作
者
、
王
逢
（
二
一
二
九
∫
二
二
八
八
）
は
、
元
の
遺
民
と
し
て
著
名
で
あ
る
。
明
の
遺
民
達
の
思
想
性

が
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
は
多
く
と
も
、
元
の
遺
民
達
の
そ
れ
は
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
そ
れ
は
、
無
論
、
非
漢
民
族
王
朝
に
節
を
尽

く
し
、
甚
だ
し
く
は
そ
の
復
活
を
希
望
す
る
と
い
う
、
近
代
的
な
民
族
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
は
、
唾
棄
す
べ
き
立
場
に
彼
ら
が

い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
る
。
筆
者
は
ひ
と
ま
ず
こ
の
観
点
を
括
弧
に
括
っ
て
、
か
れ
ら
の
思
想
性
を
論
ず
る
べ
き
だ
と
は
思
う
が
、
「
思
想

性
」
と
い
っ
て
も
、
彼
ら
を
動
か
し
た
の
は
一
般
に
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
「
思
想
」
と
い
っ
た
底
の
も
の
で
は
な
く
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

か
ら
解
放
さ
れ
た
思
想
史
を
想
定
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
中
で
も
や
は
り
遜
色
が
あ
る
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
彼
ら
に
行
動
の
選
択
を
と
ら
せ
た
あ
る
も
の
は
厳
然
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
筆
者
が
「
空
気
」
を
強
調
す
る
ゆ

え
ん
が
あ
る
。
こ
の
思
想
史
か
ら
は
無
視
さ
れ
る
非
合
理
、
暖
味
な
「
空
気
」
に
出
来
る
だ
け
感
情
移
入
し
て
考
え
て
み
る
こ
と
こ
そ
、

文
学
研
究
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
王
逢
の
生
涯
の
概
略
と
後
世
の
評
価
を
端
的
に
知
る
た
め
に
、
ま
ず
、
清
の
顧
嗣
立
編
『
元
詩
選
』
初
集
　
辛
集
一
中
華
書
局
、
一
九

八
七
年
排
印
本
）
の
王
逢
の
項
の
前
半
の
叙
述
を
引
く
。

「
逢
は
字
は
原
吉
、
江
陰
の
人
な
り
。
弱
冠
に
し
て
文
名
有
り
。
至
正
中
、
嘗
て
『
河
清
煩
』
を
作
る
。
行
豪
及
び
憲
司
交
も
之
を
薦
む

る
も
、
皆
疾
を
以
て
辞
す
。
世
よ
江
上
の
黄
山
に
居
り
、
自
ら
席
帽
山
人
と
号
す
。
地
を
無
錫
の
梁
鴻
山
に
避
け
、
未
だ
幾
ば
く
な
ら
ず

し
て
松
（
松
江
）
の
青
龍
江
に
遷
り
、
寓
す
る
所
に
名
づ
け
て
「
梧
漢
精
舎
」
と
日
い
、
自
ら
「
梧
漢
子
」
と
号
す
。
蕃
し
大
母
の
徐
嘗

て
手
づ
か
ら
双
つ
の
梧
を
故
里
の
横
江
に
植
う
る
を
以
て
、
忘
れ
ざ
る
を
志
る
す
也
。
又
上
海
の
鳥
淫
に
徒
り
、
草
堂
を
築
い
て
以
て
居

り
、
「
最
閑
園
」
と
日
い
、
自
ら
「
最
閑
園
T
」
と
号
す
。
明
初
、
文
学
を
以
て
録
用
せ
ら
る
。
其
の
子
、
通
事
令
の
抜
は
、
父
老
ゆ
る
を

以
て
泣
き
て
請
う
。
命
じ
て
之
を
罷
む
。
年
七
十
に
し
て
卒
す
、
洪
武
戊
辰
（
二
二
八
八
）
の
歳
也
L

　
彼
の
人
生
は
大
き
く
分
け
て
、
他
の
元
末
明
初
に
江
南
に
生
き
た
人
々
と
同
様
に
、
三
期
に
分
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
元
の
権
威
が

未
だ
地
に
落
ち
て
い
な
い
時
期
、
元
末
の
混
乱
期
（
至
正
年
問
）
、
明
初
の
遺
民
の
時
期
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
筆
者
は
明
に
入
っ
て
か
ら



の
遺
民
の
時
期
を
中
心
に
扱
う
の
だ
が
、
元
末
の
混
乱
期
、
特
に
張
士
誠
政
権
に
お
け
る
彼
の
処
世
が
従
来
問
題
に
な
っ
て
お
り
、
後
の

遺
民
時
期
に
お
け
る
彼
の
元
朝
へ
の
忠
義
の
本
質
に
も
関
わ
っ
て
く
る
の
で
こ
こ
で
触
れ
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
先
の
引
用
に
引
き
続
い
て
、
『
元
詩
選
』
後
半
の
叙
述
を
引
く
。

「
『
梧
漢
詩
集
』
七
巻
有
り
、
銭
牧
斎
の
『
列
朝
詩
集
』
は
之
を
前
編
に
載
す
。
謂
わ
く
、
原
吉
は
張
氏
呉
に
拠
る
に
当
た
り
、
大
府
交
も

蹄
す
も
、
．
堅
く
臥
し
て
就
か
ず
、
と
。
而
し
て
又
其
の
張
氏
の
為
に
画
策
し
て
、
元
に
降
っ
て
以
て
蔓
を
拒
ま
使
む
る
を
称
す
。
此
は
何

の
説
ぞ
也
。
張
士
徳
（
張
士
誠
の
弟
）
の
敗
は
丁
酉
（
二
二
五
八
）
三
月
に
在
り
、
其
の
時
張
氏
は
尚
未
だ
元
に
降
ら
ざ
る
也
。
而
し
て

其
の
楚
公
（
張
士
徳
）
の
亡
く
な
る
に
子
い
て
除
桐
有
り
焉
と
謂
う
は
、
未
だ
其
の
元
の
為
に
す
る
乎
、
抑
た
張
氏
の
為
に
す
る
か
を
知

ら
ざ
る
也
。
原
吉
は
、
一
の
老
布
衣
、
維
新
の
化
に
沐
浴
す
る
者
二
十
年
、
其
の
子
は
已
に
仕
籍
に
通
ぜ
り
集
。
而
し
て
其
の
故
国
旧
君

の
思
い
は
、
此
の
極
に
至
る
と
謂
う
は
、
．
西
山
の
餓
と
、
洛
邑
の
頑
と
、
未
だ
其
の
又
何
ず
れ
に
処
る
所
な
る
か
を
知
ら
ざ
る
也
。
牧
斎

は
好
ん
で
曲
説
を
為
し
、
謝
皐
羽
（
謝
翔
）
、
利
牛
眉
公
（
劉
基
）
を
引
き
て
楡
え
と
為
す
に
至
る
、
抑
も
何
ぞ
其
の
相
類
せ
ざ
る
乎
。
然
れ

ど
も
原
吉
の
詩
は
、
志
は
元
に
在
れ
ば
、
則
ち
其
の
元
の
為
に
す
る
を
為
す
而
已
集
。
故
に
遺
民
の
例
に
附
し
て
而
し
て
之
を
録
す
」

　
銭
謙
益
の
王
逢
に
対
す
る
評
価
に
つ
い
て
、
異
常
な
ま
で
に
紙
幅
を
割
い
て
反
論
す
る
の
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
、
遺
民
は
遺
民
で
あ

る
が
、
張
士
誠
政
権
に
あ
る
程
度
は
く
み
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
明
に
対
し
て
も
徹
底
的
な
低
抗
者
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
ほ
の

め
か
す
。

　
さ
て
、
そ
れ
で
は
、
銭
謙
益
が
『
列
朝
詩
集
』
の
王
逢
の
小
伝
で
ど
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
顧
嗣
立
が
問
題
に
し
て
い

る
の
は
、
「
『
梧
漢
詩
集
』
七
巻
有
り
、
元
宋
の
際
の
人
才
国
事
を
記
載
す
、
多
く
史
家
の
未
だ
備
わ
ら
ざ
る
所
。
余
嘗
て
其
の
後
に
政
し

て
云
う
：
一
」
（
『
列
朝
詩
集
小
伝
』
、
上
海
古
籍
出
版
杜
、
一
九
八
三
新
版
）
と
あ
る
後
に
引
用
す
る
、
自
分
が
嘗
て
書
い
た
蕨
の
梗
概

の
部
分
で
あ
る
の
で
、
そ
の
原
文
の
「
敗
王
原
吉
『
梧
漢
集
』
」
（
四
部
叢
刊
本
『
初
学
集
』
巻
八
十
四
）
に
当
た
っ
て
考
察
す
る
の
が
よ

い
で
あ
ろ
う
。

　
「
梧
漢
詩
集
七
巻
有
り
、
元
宋
の
際
逸
民
旧
事
を
載
す
。
国
史
の
載
せ
ざ
る
所
多
し
。
原
吉
偽
呉
（
張
士
誠
政
権
）
の
為
に
画
策
し
て
、

元
に
降
っ
て
以
て
准
（
す
な
わ
ち
紅
巾
賊
、
『
列
朝
詩
集
』
は
蔓
に
作
っ
て
お
り
、
こ
れ
で
は
行
豪
1
－
元
朝
杭
州
政
権
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

『
梧
漢
集
』
に
つ
い
て

三



四

顧
嗣
立
の
銭
謙
益
に
対
す
る
疑
問
の
も
と
の
一
つ
に
な
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
）
を
拒
ま
使
む
。
其
の
「
遊
昆
山
懐
旧
傷
今
」
（
『
梧
漢
集
』

巻
四
上
）
の
詩
は
張
楚
公
の
亡
く
な
る
に
干
い
て
餓
桐
有
り
焉
。
而
し
て
呉
城
の
破
ら
れ
、
元
都
の
失
わ
る
る
に
至
っ
て
は
、
則
ち
唇
歯

の
憂
、
黍
離
の
泣
、
激
昴
悔
歎
、
情
は
辞
に
見
わ
る
。
前
後
無
題
十
三
首
（
後
述
）
は
、
庚
申
（
順
帝
）
の
北
遁
を
傷
み
、
皇
孫
の
獲
え

見
る
る
を
哀
れ
む
。
故
国
旧
君
の
思
い
、
此
の
極
に
至
る
と
謂
う
可
し
実
。

　
謝
皐
羽
の
亡
宋
に
於
け
る
也
、
西
蔓
の
記
、
冬
青
の
引
、
其
の
人
は
則
ち
甲
乙
を
以
て
目
と
為
し
、
其
の
年
は
則
ち
羊
犬
を
以
て
紀
と

為
す
。
■
慶
辞
調
語
、
暗
唖
し
て
相
向
か
う
。
未
だ
原
吉
の
発
櫨
指
斥
の
一
に
鰻
避
す
る
者
無
き
に
如
く
こ
と
有
ら
ざ
る
也
。
「
戊
申
一
二
二

六
八
）
元
日
」
に
は
則
ち
「
月
明
ら
か
に
し
て
山
に
鶴
は
怨
み
、
天
は
暗
く
し
て
道
に
蛇
横
た
わ
る
」
と
云
い
、
「
丙
寅
（
二
二
八
六
）
築

城
」
に
は
則
ち
「
儒
子
名
を
成
し
て
院
籍
狂
し
、
伯
才
主
無
く
し
て
陳
琳
老
ゆ
」
と
云
う
。
殆
ど
狂
に
し
て
而
し
て
詩
に
比
す
集
。
或
い

は
言
う
、
利
牛
眉
公
の
元
に
在
る
や
、
慶
元
を
竃
り
、
石
抹
を
佐
け
、
死
を
誓
い
て
馳
駆
す
る
こ
と
、
原
吉
と
以
て
異
な
る
無
し
。
佐
命
の

後
、
詩
篇
は
寂
蓼
た
り
。
或
い
は
故
よ
り
其
の
志
抑
憧
し
て
未
だ
伸
び
ざ
る
者
有
る
乎
。

　
士
君
子
の
夷
秋
の
世
に
生
ま
る
る
や
、
其
の
毛
を
食
い
て
而
し
て
其
の
土
を
履
む
。
君
臣
の
義
は
、
国
社
屋
を
亡
ぼ
す
と
難
も
、
猶
お

廃
す
る
に
忍
び
ざ
れ
ば
、
則
ち
其
の
華
夏
に
居
り
中
朝
に
仕
う
る
に
、
又
主
に
背
き
国
を
売
り
、
君
父
を
以
て
市
檜
と
為
す
を
肯
が
わ
ん

乎
。
夷
⑱
斉
の
駿
を
忘
れ
ざ
る
也
、
原
吉
の
元
を
忘
れ
ざ
る
也
、
其
の
志
は
一
也
。
孔
子
は
必
ず
取
る
有
ら
ん
焉
。
彼
の
原
吉
は
元
の
遺

民
為
り
、
当
に
謝
皐
羽
ら
諸
人
と
並
ん
で
忠
義
に
列
す
べ
か
ら
ず
と
謂
う
者
は
、
其
れ
亦
た
春
秋
の
法
に
闇
き
已
集
L

　
以
下
の
議
論
に
関
わ
る
点
も
多
い
の
で
長
々
と
引
用
し
た
が
、
王
逢
は
元
の
遺
民
で
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
宋
の
遺
臣
謝
鞠
を

超
え
る
忠
義
の
人
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
実
際
上
ど
れ
ほ
ど
の
用
を
為
し
た
か
は
つ
ま
び
ら
か
に
し
得
な
い
に
せ
よ
、
王
逢
が
張

士
誠
の
元
に
降
る
に
際
し
て
画
策
を
し
た
の
は
ほ
ぼ
事
実
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
画
策
を
、
銭
謙
益
は
あ
く
ま
で
も
元
朝
の
維
持
の
た
め

で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
。

　
対
し
て
顧
嗣
立
の
方
は
、
王
逢
の
忠
義
の
質
に
関
し
て
あ
く
ま
で
ク
ー
ル
で
あ
る
。
『
梧
漢
集
』
巻
四
下
「
舟
過
呉
門
感
懐
二
首
」
を
、

『
元
詩
選
』
が
引
用
し
た
後
に
、
顧
は
わ
ざ
わ
ざ
附
論
し
て
述
べ
る
。
「
張
氏
の
断
西
に
拠
る
也
、
原
吉
に
功
名
の
望
み
有
り
焉
」
。
王
逢

は
張
士
誠
政
権
に
於
て
重
用
さ
れ
ん
こ
と
を
願
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
張
氏
の
減
亡
に
対
し
て
、
「
尤
も
痛
惜
の
念
多
し
」
。
そ
し
て
、
お
そ



ら
く
銭
謙
益
を
目
し
て
、
「
（
張
）
士
徳
（
士
誠
の
弟
、
王
逢
が
直
接
働
き
か
け
た
相
手
）
を
称
し
て
孤
忠
と
為
し
、
東
呉
を
謂
っ
て
唇
歯

と
為
す
に
至
っ
て
は
、
是
則
ち
書
生
の
見
な
る
而
已
集
」
と
あ
ざ
け
る
。
明
代
に
入
っ
て
か
ら
の
王
逢
も
、
忠
節
の
臣
に
比
す
べ
く
も
な

く
、
先
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、
「
故
に
遺
民
の
例
に
附
し
て
而
し
て
之
を
録
す
」
と
い
う
冷
た
い
位
置
づ
け
で
あ
る
。

　
中
国
知
識
人
の
有
り
よ
う
か
ら
い
っ
て
、
筆
者
も
王
逢
の
実
生
活
を
論
じ
る
な
ら
ば
、
顧
の
想
定
し
た
人
物
像
が
妥
当
な
も
の
で
あ
る

か
と
思
う
。
し
か
し
、
文
学
者
は
実
生
活
の
な
か
に
の
み
生
息
す
る
の
で
は
な
い
。
『
梧
漢
集
』
の
形
で
結
晶
し
た
彼
の
文
学
を
論
じ
る
と

き
、
そ
の
世
界
は
現
実
を
超
え
た
仮
想
現
実
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
顧
に
は
「
原
吉
の
詩
は
、
志
は
元
に
在
れ
ば
、
則
ち
其
の
元

の
為
に
す
る
を
成
す
而
已
集
」
と
あ
っ
さ
り
と
し
た
印
象
で
し
か
見
え
な
い
も
の
、
顧
が
卑
小
化
し
た
も
の
を
、
最
大
限
に
延
長
し
た
姿

を
我
々
に
露
わ
に
し
て
く
れ
る
銭
の
立
論
は
、
そ
れ
が
実
生
活
か
ら
遊
離
し
て
文
章
に
よ
っ
て
生
き
る
「
書
生
の
見
」
な
れ
ば
こ
そ
、
か

え
っ
て
珍
重
す
べ
き
で
あ
る
。
王
逢
の
文
学
は
、
ま
さ
に
後
に
明
を
捨
て
清
に
降
り
、
人
格
の
破
綻
を
天
下
に
さ
ら
し
た
銭
謙
益
が
、
そ

の
文
学
史
上
の
価
直
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
の
と
一
般
に
論
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

『
梧
漢
集
』
の
テ
キ
ス
ト
の
問
題
に
関
し
て
、
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。
『
梧
漢
集
』
の
序
や
政
に
よ
る
と
、
彼
の
文
集
は
い
く
た
び
か
刊
行

さ
れ
て
は
、
減
び
か
け
、
伝
本
が
す
く
な
い
状
態
で
あ
っ
た
が
、
数
々
の
篤
志
家
の
校
正
を
経
て
、
『
知
不
足
斎
叢
書
』
第
二
十
九
集
所
収

の
『
梧
漢
集
』
の
形
に
ま
と
ま
っ
た
。
他
に
簡
単
に
見
る
こ
と
の
で
き
る
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
文
淵
閣
四
庫
全
書
本
が
有
る
が
、
劉
兆
祐

の
『
四
庫
著
録
元
人
別
集
提
要
補
正
』
（
私
立
東
呉
大
学
⑧
中
国
学
術
奨
助
委
員
会
、
一
九
七
八
）
に
よ
れ
ば
、
『
知
不
足
斎
叢
書
』
本
、

『
四
庫
全
書
』
本
、
ど
ち
ら
も
も
と
と
な
る
の
は
お
な
じ
断
江
飽
士
恭
家
蔵
本
で
あ
る
と
い
う
。

「
按
ず
る
に
四
庫
本
は
断
江
飽
士
恭
家
蔵
本
に
拠
り
て
繕
録
す
。
飽
廷
博
は
乾
隆
末
に
於
て
、
嘗
て
蒋
西
圃
抄
校
本
を
得
て
、
此
の
書
を

将
て
知
不
足
斎
叢
書
に
刻
入
せ
ん
と
意
い
、
顧
広
折
に
属
し
て
勘
訂
せ
し
む
る
も
、
未
だ
成
る
に
及
ば
ず
し
て
而
し
て
廷
博
は
卒
す
。
嘉

慶
二
十
一
年
（
一
八
一
六
）
（
飽
）
濠
飲
の
子
志
祖
は
復
た
（
顧
）
千
里
に
謀
る
。
千
里
、
葉
廷
甲
等
の
校
補
を
経
て
、
七
年
を
閲
し
て
始

め
て
成
る
。
時
に
已
に
道
光
三
年
な
り
集
。
今
此
の
底
本
（
台
湾
）
中
央
図
書
館
に
存
す
、
甚
だ
是
宝
と
す
可
し
」

　
二
本
は
付
録
等
に
別
が
有
る
が
、
字
は
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
本
論
文
で
は
『
知
不
足
齋
叢
書
』
本
を
用
い
、
『
梧
漢
集
』
と
あ
る
の
は
こ
の

『
梧
漢
集
』
に
つ
い
て

五
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テ
キ
ス
ト
を
指
す
。

　
さ
て
、
銭
謙
益
が
「
故
国
旧
君
の
思
い
、
此
の
極
に
至
る
と
謂
う
可
し
」
と
絶
賛
す
る
前
後
無
題
十
三
首
、
す
な
わ
ち
、
『
梧
漢
集
』
巻

四
下
に
収
め
ら
れ
る
「
無
題
五
首
」
、
「
後
無
題
五
首
」
、
巻
六
の
「
無
題
の
後
に
書
く
、
凡
そ
三
首
」
の
十
三
首
を
、
筆
者
も
王
逢
の
傑
作

と
考
え
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
中
心
に
王
逢
の
世
界
観
を
論
ず
る
つ
も
り
だ
が
、
そ
の
ま
え
に
他
の
い
く
つ
か
の
作
品
に
触
れ
て
、
王
逢
詩

の
全
体
的
な
特
徴
を
把
握
し
よ
う
。

　
楊
維
槙
の
「
梧
漢
集
序
」
（
『
梧
漢
集
』
の
前
に
冠
す
る
、
無
論
、
元
代
に
成
立
し
て
い
た
部
分
の
『
梧
漢
集
』
に
寄
せ
た
序
一
に
、
「
帖

木
侯
、
張
武
略
、
二
一
無
家
燕
の
諸
篇
の
如
き
は
、
皆
他
日
の
国
史
の
為
に
本
を
起
こ
さ
ん
、
亦
た
杜
詩
の
流
歎
」
と
あ
る
よ
う
に
、
『
梧

漢
集
』
を
緩
読
し
て
受
け
る
第
一
印
象
は
、
詩
史
と
呼
ば
れ
る
杜
甫
詩
と
の
類
似
で
あ
る
。
王
逢
の
詩
に
は
、
杜
詩
と
同
様
、
減
び
ゆ
く

時
代
の
人
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
そ
れ
ら
に
対
す
る
自
分
の
感
慨
を
細
大
漏
ら
さ
ず
、
な
ん
と
か
文
字
の
形
で
定
着
し
て
、
不
減
の
も
の
と
し

て
後
世
に
の
こ
し
た
い
と
い
う
意
気
込
み
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
焦
り
に
も
似
た
情
熱
は
、
か
な
り
早
く
か
ら
元
朝
が
減
び
る
運
命
で
あ

る
こ
と
を
見
据
え
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
、
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
彼
が
も
っ
と
も
危
倶
し
た
の
は
、
空
気
の
ご
と
く
そ
の

中
で
当
た
り
前
の
も
の
と
し
て
生
き
て
き
た
彼
の
時
代
の
あ
り
よ
う
が
、
当
た
り
前
ゆ
え
に
後
世
に
記
録
と
し
て
残
ら
な
い
の
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
明
代
、
『
梧
漢
集
』
の
再
刊
に
功
が
あ
っ
た
陳
敏
政
の
、
景
泰
七
年
『
梧
漢
詩
集
後
序
』
（
『
梧

漢
集
』
末
尾
に
附
す
る
）
に
、
「
先
生
嘗
て
其
の
微
詞
奥
義
及
び
人
名
地
里
の
暁
り
難
き
者
を
各
詩
の
首
め
に
標
題
す
」
と
指
摘
さ
れ
る
よ

う
に
、
異
常
な
ま
で
に
長
い
序
を
詩
に
附
す
る
の
が
、
彼
の
特
徴
で
あ
っ
た
。

　
大
官
の
エ
ピ
ソ
i
ド
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
宋
元
革
命
の
時
や
元
末
の
乱
で
、
貞
節
を
守
っ
て
死
ん
だ
名
も
な
い
妓
女
達
（
「
馬
頭
曲
」

『
梧
漢
集
』
巻
三
一
、
元
朝
の
た
め
に
奮
戦
し
た
が
、
味
方
の
不
協
力
に
よ
っ
て
死
ん
だ
悲
運
の
将
軍
一
張
武
略
『
梧
漢
集
』
巻
三
一
な
ど
、

こ
こ
百
年
の
、
普
通
の
歴
史
に
は
残
さ
れ
な
い
よ
う
な
些
事
ま
で
後
世
に
残
す
べ
く
努
カ
し
て
い
る
。
甚
だ
し
く
は
、
「
聞
蛙
書
事
」
（
『
梧

漢
集
』
巻
五
）
の
引
に
あ
る
よ
う
に
、
「
先
朝
の
不
魯
竿
皇
后
出
で
て
東
安
州
に
屠
る
日
、
其
の
地
蛙
多
し
、
既
に
人
を
遣
わ
し
て
旨
を
諭

せ
し
む
。
蛙
遂
に
屏
息
す
。
今
に
迄
る
ま
で
鳴
か
ず
」
と
い
う
よ
う
な
、
筆
記
小
説
に
す
る
類
の
こ
と
ま
で
詩
に
せ
ず
に
は
済
ま
な
か
っ



た
。　

彼
の
死
の
直
前
の
作
と
思
わ
れ
る
、
「
即
時
五
首
、
桃
浦
の
諸
故
人
に
寄
す
」
（
『
梧
漢
集
』
巻
七
）
の
其
の
三
に
い
う
。

「
章
有
る
も
揮
還
す
大
尉
の
闇
、
版
有
る
も
受
け
ず
丞
相
の
垣
。
南
朝
の
天
子
病
を
謝
す
る
を
許
す
へ
霜
か
に
木
石
を
長
ず
儀
鷺
園
（
王

逢
の
庭
園
の
名
）
。
平
生
の
気
節
詩
千
首
、
才
は
元
亜
（
元
遺
山
H
原
注
）
に
非
ざ
る
も
劉
後
（
劉
静
修
1
1
原
注
）
に
甘
ん
ず
。
素
よ
り
聞

く
魯
廟
金
人
を
鋳
し
、
晩
れ
て
程
門
を
学
ん
で
泥
偶
に
坐
す
と
。
双
平
原
裏
（
新
た
に
得
る
原
の
名
1
1
原
注
）
庶
わ
く
は
帰
す
る
を
全
う

せ
ん
、
他
日
の
墳
銘
は
大
手
を
辞
す
」

　
先
述
の
銭
謙
益
が
狂
気
に
近
い
と
驚
い
た
、
朱
元
璋
を
「
南
朝
天
子
」
と
目
し
た
問
題
の
詩
で
有
る
が
、
ま
さ
に
減
び
ゆ
く
元
と
い
う

時
代
に
殉
じ
、
そ
の
時
代
精
神
の
正
確
な
語
り
手
た
ら
ん
と
す
る
の
が
彼
の
早
年
か
ら
の
い
さ
さ
か
錯
誤
し
た
夢
で
あ
り
、
「
杜
詩
の
流
」

と
称
さ
れ
る
の
も
む
べ
な
る
も
の
が
あ
っ
た
。
過
去
の
詩
人
で
は
な
ぐ
、
元
初
の
詩
人
た
る
元
好
問
や
劉
因
と
比
較
し
て
自
ら
を
位
置
づ

け
る
点
に
、
あ
く
ま
で
も
元
の
伝
統
の
末
に
生
ま
れ
た
詩
人
で
あ
る
と
い
う
、
彼
な
ら
で
は
の
自
負
が
見
え
る
。

　
そ
し
て
、
杜
詩
の
詩
史
の
面
だ
け
で
な
く
、
杜
詩
の
第
二
の
側
面
と
も
い
え
る
、
悪
夢
に
似
た
幻
想
性
も
濃
厚
に
受
け
継
い
だ
。
こ
の

こ
と
に
関
し
て
同
じ
く
幻
想
的
な
詩
で
一
世
を
風
摩
し
た
楊
維
槙
と
の
関
わ
り
を
見
て
い
き
た
い
。

　
そ
も
そ
も
楊
維
槙
が
『
梧
漢
集
』
に
序
を
寄
せ
て
い
る
の
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
彼
は
楊
と
か
な
り
親
密
で
、
『
梧
漢
集
』
に
は
そ
の
こ

と
を
う
か
が
わ
せ
る
作
品
が
多
い
。
例
え
ば
、
「
楊
鉄
崖
司
令
に
寄
す
」
一
『
梧
漢
集
』
巻
一
）
、
「
弄
伯
奇
を
哀
し
む
一
首
、
楊
鉄
塵
に
寄
す
」

（
『
梧
漢
集
』
巻
五
）
、
「
楊
女
貞
、
楊
鉄
匡
提
学
の
為
に
作
る
」
（
『
梧
渓
集
』
巻
五
）
な
ど
が
あ
る
。
楊
維
槙
が
死
ん
だ
と
き
も
、
「
楊
鉄

屋
提
学
の
凶
問
を
聞
く
、
麗
則
遺
音
賦
一
巻
有
り
、
世
に
行
な
わ
る
」
（
『
梧
漢
集
』
巻
五
）
と
い
う
長
詩
を
作
っ
て
い
る
。

　
江
南
の
文
壇
の
立
て
役
者
で
あ
る
楊
維
槙
に
、
王
逢
が
相
当
な
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
例
え
ば
、
「
江
辺
竹
枝
詞
」
（
『
梧

漢
集
』
巻
五
）
は
、
楊
維
槙
が
創
始
し
た
「
西
湖
竹
枝
詞
」
を
明
ら
か
に
意
識
し
て
作
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
模
倣
し
て
も
、
天
賦
の

違
い
は
如
何
と
も
し
が
た
い
。
楊
維
槙
は
李
白
、
ま
た
李
賀
を
祖
述
し
て
、
空
想
を
無
際
限
に
は
ば
た
か
せ
る
タ
イ
プ
で
あ
っ
た
の
に
対

し
て
、
王
逢
は
杜
甫
を
志
向
し
た
か
ら
で
あ
る
。

『
梧
漢
集
』
に
つ
い
て

七
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同
じ
題
材
を
よ
ん
だ
詩
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
人
の
作
風
の
違
い
を
見
よ
う
。
ま
ず
、
楊
維
槙
の
「
精
衛
操
」
一
『
鉄
崖
先
生

古
楽
府
』
一
『
四
部
叢
刊
』
所
収
一
巻
一
）
、

　
「
水
は
海
に
在
り
、
石
は
山
に
在
り
、
海
水
は
縮
ま
ず
石
は
刊
ら
れ
ず
。
石
を
街
み
て
海
に
向
か
い
て
安
き
、
口
血
は
離
離
と
し
て
海

と
同
に
干
か
ん
」

　
こ
れ
を
模
傲
し
て
王
逢
の
「
精
衛
辞
」
（
『
梧
漢
集
』
巻
一
）
は
作
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
。

「
維
れ
山
に
号
石
有
り
、
維
れ
木
に
号
枝
有
り
、
朝
に
街
み
暮
に
街
み
号
填
む
る
に
已
む
時
無
し
、
形
は
痒
れ
て
翻
は
鍛
し
て
号
口
血
は

淋
離
た
り
、
海
の
大
な
る
や
号
天
侃
、
海
の
浸
す
や
号
天
池
、
海
の
田
に
変
ず
る
や
号
天
は
実
に
我
が
為
す
と
こ
ろ
、
身
は
甚
だ
微
沙
に

し
て
号
心
は
海
を
窺
う
莫
し
、
於
乎
、
精
衛
の
如
き
人
号
誰
か
其
れ
汝
を
悲
し
ま
ん
」

　
楊
維
槙
の
方
は
イ
メ
ー
ジ
の
強
烈
さ
を
大
事
に
し
て
、
説
明
は
出
来
る
だ
け
省
い
て
、
飛
躍
に
富
む
。
最
後
の
句
も
よ
く
考
え
る
と
お

か
し
い
理
屈
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
異
常
な
幻
想
性
を
作
る
の
が
第
一
の
目
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
王
逢
の
は
辞
と
操
と

ジ
ャ
ン
ル
が
違
う
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
く
ど
く
ど
と
理
屈
を
繰
り
返
し
、
結
局
、
精
衛
が
人
問
世
界
の
あ
る
比
楡
で
あ
る
こ
と
を
あ

ら
わ
に
す
る
。
つ
ま
り
幻
想
性
に
徹
し
て
遊
び
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
タ
イ
プ
な
の
で
あ
る
。
こ
の
楊
と
王
と
の
関
係
は
、
ち
ょ
う
ど

李
白
と
杜
甫
と
の
関
係
に
似
て
い
る
。
白
由
奔
放
に
想
像
の
翼
を
は
ば
た
か
せ
る
先
輩
李
白
の
幻
想
の
世
界
に
遊
ぶ
作
風
を
見
て
、
そ
れ

に
対
抗
す
る
よ
う
な
形
で
、
杜
甫
は
幻
想
性
を
抑
え
て
、
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ツ
ク
な
独
自
の
境
地
を
開
拓
し
た
。
そ
れ
と
同
様
に
王
逢
の
史

実
に
こ
だ
わ
る
作
風
も
、
対
照
的
な
楊
維
槙
の
詩
が
あ
っ
て
始
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
筆
者
は
考
え
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
た
杜
甫
と
同
様
に
、
王
逢
の
詩
の
多
く
も
幻
想
へ
の
志
向
が
意
図
的
に
抑
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
彼
の

本
領
の
一
つ
は
、
質
は
異
な
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
楊
維
槙
に
劣
ら
ぬ
幻
想
性
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
元
末
、
明
と
、
だ
ん
だ
ん
言

論
が
不
自
由
に
な
り
、
白
已
規
制
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
、
王
逢
の
作
晶
に
は
、
従
来
の
よ
う
に
、
「
其
の
微
詞
奥
義
及
び
人
名
地
里
の

暁
り
難
き
者
を
各
詩
の
首
め
に
標
題
」
し
な
い
、
一
読
で
は
意
図
の
分
か
り
に
く
い
詩
が
現
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
元
朝
へ
の
思
慕
と
明

朝
へ
の
反
発
を
幻
想
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
お
ぼ
め
か
す
も
の
で
、
こ
こ
に
王
逢
の
独
自
の
境
地
が
開
か
れ
た
。
い
く
つ
か
例
を
挙
げ
よ
う
。



「
児
の
披
の
書
を
得
た
り
、
時
に
戊
申
（
二
二
六
八
）
歳
」
（
『
梧
漢
集
』
巻
四
下
）
な
る
詩
、

「
客
は
躬
ず
か
ら
随
に
耕
す
を
夢
み
る
に
、
児
は
書
も
て
家
に
過
ぎ
る
を
報
ず
。
月
は
明
ら
か
に
し
て
山
に
鶴
は
怨
み
、
天
は
黒
く
し
て

遣
に
蛇
は
横
た
わ
る
。
宝
気
は
空
し
く
水
を
遺
し
、
春
程
は
花
を
見
ず
。
衰
容
書
旧
に
悦
ず
る
も
、
猶
お
玉
人
の
車
を
話
す
」

　
明
が
改
元
を
宣
し
た
年
に
読
ま
れ
た
詩
で
あ
る
。
そ
の
直
前
に
「
抜
還
郷
」
な
る
詩
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
わ
か
る
よ
う
に
、
故

郷
江
陰
に
帰
っ
た
息
子
披
か
ら
手
紙
を
受
け
取
っ
た
と
き
の
感
慨
を
述
べ
る
の
で
あ
る
が
、
先
に
銭
謙
益
が
『
列
朝
詩
集
』
の
小
伝
で
第

三
、
四
句
を
わ
ざ
わ
ざ
引
用
し
た
よ
う
に
、
王
朝
の
交
替
を
目
に
し
た
暗
潅
た
る
気
持
ち
を
よ
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。
「
鶴
」
と
い
い
、
「
蛇
」

と
い
い
、
も
ち
ろ
ん
実
景
で
は
あ
る
ま
い
。
幻
想
的
な
心
象
風
景
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
く
だ
く
だ
し
い
序
が
な
く
て
、
「
時
に
戊
申
年
」

と
だ
け
題
に
あ
る
の
が
、
か
え
っ
て
読
者
の
想
像
に
幅
を
持
た
せ
、
文
学
的
効
果
を
上
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
朱
元
璋
に
対
す
る
嫌
悪

を
ぎ
り
ぎ
り
の
仕
方
で
表
現
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
自
分
の
作
り
上
げ
た
文
学
空
間
の
中
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
実
生
活
で
の
態
度
は

こ
れ
と
乖
離
し
て
い
た
ら
し
い
。
「
児
の
披
の
消
息
を
得
」
（
『
梧
漢
集
』
巻
七
）
に
い
う
。

「
家
子
江
左
に
官
た
り
、
頻
り
に
好
信
を
将
て
帰
す
。
散
衣
は
鶉
の
ご
と
く
百
結
、
恩
諸
は
鳳
の
ご
と
く
双
飛
す
。
璽
鏑
封
ず
る
は
常
に

早
く
、
経
莚
講
ず
る
は
違
わ
ず
。
三
年
当
に
省
観
す
べ
し
、
環
珊
も
て
形
聞
を
下
れ
」

　
こ
の
詩
に
は
、
素
直
に
息
子
の
明
王
朝
で
の
立
身
出
世
を
喜
び
、
そ
の
帰
り
を
待
ち
望
む
親
の
姿
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の

深
読
み
を
必
要
と
し
な
い
と
筆
者
は
思
う
。

　
背
景
を
は
っ
き
り
い
わ
な
い
で
、
お
ぼ
め
か
し
に
よ
っ
て
、
新
王
朝
へ
の
不
快
感
を
と
も
な
っ
た
感
慨
の
表
現
は
晩
年
に
い
た
る
ま
で

ず
っ
と
続
く
の
で
あ
っ
て
、
先
に
引
い
た
最
晩
年
の
「
南
朝
天
子
」
の
語
も
そ
う
で
あ
る
が
、
や
は
り
銭
謙
益
が
引
い
た
「
西
慶
に
書
す
、

時
に
洪
武
丙
寅
（
二
二
八
六
）
、
沿
海
に
築
城
す
」
（
『
梧
漢
集
』
巻
六
）
に
い
う
。

「
床
頭
に
鴎
は
臥
し
て
久
し
く
金
を
空
し
く
す
、
壁
上
に
蝸
は
行
き
て
尚
お
琴
有
り
。
儒
子
名
を
成
し
て
玩
籍
狂
し
、
覇
才
主
無
く
し
て

陳
琳
老
ゆ
。
虹
電
気
は
貫
く
登
莱
の
市
、
蠣
蝿
群
は
飛
ぶ
顧
陸
の
林
。
環
海
煙
沙
万
車
翻
し
、
連
村
霜
月
孤
表
を
抱
く
」

　
銭
は
第
三
句
、
四
句
の
み
を
引
く
が
、
実
は
、
「
鴎
」
、
「
蝸
」
、
「
虹
露
」
、
「
蠣
輻
」
と
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
無
気
味
な
イ
メ
ー
ジ
に
彩

ら
れ
て
お
り
、
王
逢
は
直
載
的
な
第
三
、
四
句
よ
り
も
、
こ
れ
ら
悪
夢
に
似
た
幻
想
的
イ
メ
ー
ジ
こ
そ
を
修
辞
上
の
第
一
目
的
と
し
た
と

『
梧
漢
集
』
に
つ
い
て

九



一
〇

筆
者
は
考
え
る
。
そ
の
悪
夢
の
も
と
で
人
々
は
「
孤
表
を
抱
く
」
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
朱
元
璋
の
残
虐
さ
を
知
る
我
々
は
、
こ
の
よ
う
な
表
現
が
命
が
け
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
測
す
る
の
だ
が
、
あ

る
い
は
い
わ
れ
る
ほ
ど
明
の
言
論
統
制
は
隅
々
ま
で
及
ん
で
い
な
か
っ
た
の
か
、
当
時
の
禁
忌
の
あ
り
よ
う
を
筆
者
は
つ
ま
び
ら
か
に
し

え
な
い
。
こ
れ
ら
危
険
な
詩
句
を
含
む
『
梧
漢
集
』
が
明
代
に
復
刊
さ
れ
た
こ
と
と
併
せ
て
、
今
後
探
究
を
続
け
た
い
。

　
「
無
題
」
詩
の
読
解
に
入
る
ま
え
に
、
も
う
一
つ
作
品
に
当
た
っ
て
お
き
た
い
。
「
擬
河
清
煩
」
（
『
梧
漢
集
』
巻
六
一
で
あ
る
。
黄
河
が

澄
ん
だ
と
い
う
風
聞
を
聞
い
て
、
飽
照
の
「
河
清
煩
」
に
傲
っ
て
作
っ
た
も
の
で
、
士
大
夫
間
の
話
題
に
な
り
、
先
に
引
い
た
『
元
詩
選
』

に
あ
る
よ
う
に
「
行
姦
及
び
憲
司
交
も
之
を
薦
」
む
る
次
第
と
な
っ
た
。
末
に
王
逢
が
お
そ
ら
く
自
ら
文
集
を
整
理
し
た
と
き
に
つ
け
た

で
あ
ろ
う
文
が
あ
り
、
「
逢
擬
す
ら
く
、
此
の
時
、
至
正
甲
辰
（
二
三
ハ
四
）
の
歳
」
と
い
う
。
こ
の
作
品
に
王
逢
の
世
界
観
が
端
的
に
う

か
が
え
る
の
で
、
引
用
す
る
。

　
ま
ず
序
の
冒
頭
か
ら
、

「
草
野
の
臣
の
某
基
言
う
。
臣
は
本
江
陰
の
郡
人
也
。
素
よ
り
仕
う
る
を
希
ま
ず
。
甘
ん
じ
て
襲
畝
を
分
と
し
、
読
書
し
て
道
に
向
か
い
、

以
て
薙
煕
の
治
を
詠
う
。
比
の
ご
ろ
郷
邑
故
多
く
、
呉
下
に
客
遊
し
て
、
且
さ
に
七
年
に
な
ら
ん
と
す
。
今
年
春
三
月
、
躬
ず
か
ら
聞
く

な
ら
く
、
黄
河
清
き
に
変
ず
、
雲
漢
に
混
合
し
、
昭
融
岳
に
光
つ
、
青
雪
徐
亀
斉
⑤
魯
寓
准
箇
楚
の
間
、
神
人
駿
沐
し
、
魚
鳥
威
な
若
う
。

卉
木
の
品
彙
、
尽
く
休
沢
に
沽
う
。
霜
か
に
惟
う
ら
く
、
河
源
は
天
自
り
地
中
に
注
ぐ
。
経
亘
表
術
は
幾
万
里
な
る
か
を
計
ら
ず
。
夏
萬

の
疏
襲
、
功
用
同
に
大
な
り
。
蕨
の
後
、
華
夷
域
を
異
に
す
。
代
よ
激
徹
を
見
る
と
難
も
、
誠
に
未
だ
天
地
の
嘉
応
に
当
つ
る
に
足
ら
ず
。

我
が
朝
海
宇
を
一
に
し
、
昆
命
⑱
葱
嶺
は
始
め
て
化
の
内
に
在
り
、
仁
治
く
徳
流
れ
、
百
年
に
及
ぶ
に
垂
ん
と
す
。
天
用
て
彰
か
に
陛
下

に
報
ず
。
一
一
⑧
」

　
そ
し
て
本
文
は
、
「
皇
帝
即
位
三
十
の
春
、
黄
河
清
き
に
変
じ
て
月
は
辰
に
在
り
」
と
皇
帝
を
寿
ぐ
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
「
於
穆
世
祖
尭

舜
の
仁
、
大
萬
の
功
沢
聖
神
に
帰
す
」
で
結
ば
れ
る
。

　
皇
帝
の
徳
が
高
い
の
で
、
河
清
の
奇
瑞
が
あ
ら
わ
れ
た
と
い
う
内
容
は
、
飽
照
ど
こ
ろ
か
古
代
か
ら
連
綿
と
続
く
天
人
相
関
説
に
基
づ



い
た
も
の
だ
が
、
そ
の
背
景
に
あ
る
世
界
観
が
違
う
。
そ
れ
は
元
朝
で
な
け
れ
ば
生
ま
れ
な
か
っ
た
世
界
観
で
あ
る
。
河
源
を
含
め
て
、

黄
河
全
体
が
版
図
に
入
っ
た
の
は
、
元
朝
が
初
め
て
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
遠
く
箆
嵜
山
、
葱
嶺
も
、
か
つ
て
の
よ
う
に
、
神
仙
的
、

伝
説
的
世
界
で
は
な
く
て
、
実
際
に
行
け
る
、
現
実
性
を
帯
び
た
場
所
と
な
っ
た
。
そ
れ
ら
を
「
化
の
内
に
入
れ
た
」
元
朝
の
巨
大
さ
へ

の
感
動
が
こ
の
作
晶
を
生
ん
だ
。

　
そ
の
巨
大
な
世
界
の
象
徴
と
し
て
「
雲
漢
に
混
合
」
す
る
「
河
」
が
あ
る
。
延
々
と
天
ま
で
続
く
黄
河
こ
そ
、
王
逢
の
夢
想
す
る
「
世

界
」
を
支
え
る
。
こ
れ
が
「
江
」
で
は
駄
目
で
あ
る
。
南
人
に
と
っ
て
は
「
江
」
は
あ
ま
り
に
身
近
に
過
ぎ
る
。
現
実
に
存
在
す
る
が
、

い
ま
だ
南
人
の
見
た
こ
と
の
な
い
「
河
」
で
あ
。
っ
て
こ
そ
、
空
想
を
掻
き
立
て
、
雄
大
な
世
界
へ
と
導
い
て
く
れ
る
。
一
種
の
幻
視
の
快

感
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
き
新
た
な
境
地
は
、
元
朝
の
統
一
が
な
く
て
は
達
し
え
な
か
っ
た
。
文
学
者
と
し
て
、
こ
の
境
地
を
い
ま
よ
ま

ず
し
て
、
い
つ
よ
む
と
い
う
よ
う
な
気
負
い
が
こ
の
作
品
に
感
じ
ら
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
幻
想
を
も
と
に
し
た
、
雄
大
な
世
界
観
の
も
と
で
、
彼
の
絶
唱
の
「
無
題
」
詩
も
生
ま
れ
た
。
ま
ず
、
前
半
の
無
題
五

首
（
『
梧
漢
集
』
巻
四
下
）
か
ら
見
て
み
よ
う
。
（
各
首
の
番
号
は
筆
者
が
つ
け
た
）
二
二
六
八
年
、
明
の
北
伐
に
耐
え
切
れ
ず
、
順
帝
が

北
方
に
逃
げ
た
情
勢
を
受
け
て
作
ら
れ
た
詩
で
あ
る
。

「
一
、
五
緯
南
行
し
て
秋
気
高
し
、
大
河
の
諸
将
児
曹
を
走
ら
し
む
。
鞍
を
投
ず
る
も
尚
お
熊
耳
に
斉
し
か
る
を
得
ん
、
甲
を
捲
く
も
何

ぞ
虎
牢
を
棄
つ
る
に
堪
え
ん
や
。
冊
随
馬
は
肥
ゆ
青
葺
宿
、
甘
涼
酒
は
圧
す
紫
葡
萄
。
神
州
は
比
し
て
仙
山
の
固
き
に
似
た
る
に
、
誰
か

料
ら
ん
長
風
巨
竈
を
製
せ
ん
と
は
」

　
天
体
の
動
き
か
ら
叙
述
が
始
ま
る
。
蓬
か
遠
く
手
の
届
か
な
い
北
方
に
思
い
を
寄
せ
る
手
段
と
し
て
、
天
界
を
通
し
て
念
ず
る
の
が
、

王
逢
の
常
套
で
あ
る
。
例
え
ば
、
か
つ
て
二
二
六
二
年
、
元
将
チ
ャ
ガ
ン
テ
ム
ー
ル
（
漢
名
李
上
公
）
が
済
南
で
賊
に
殺
さ
れ
た
と
き
作
っ

た
「
七
月
河
南
平
章
の
凶
問
を
聞
く
」
（
『
梧
漢
集
』
董
二
）
に
い
う
。

「
六
月
妖
星
芒
角
白
し
、
幾
夜
俳
個
す
天
市
の
側
。
尋
い
で
聞
く
盗
李
上
公
を
殺
す
と
、
轟
旅
の
孤
臣
は
涙
臆
を
沽
す
。
当
時
寛
猛
は
荏

沢
を
制
す
、
安
く
ん
ぞ
得
ん
降
を
受
く
る
に
翻
っ
て
敵
を
受
く
る
を
。
上
公
の
忠
名
は
竹
白
巾
に
重
れ
、
書
生
は
蘂
ぞ
費
緯
の
為
に
惜
し
ま
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梧
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一
二

ん
や
。
東
南
の
風
は
動
き
旗
は
黄
色
、
蒲
梢
の
天
馬
ば
長
し
な
え
に
北
に
依
ら
ん
」

　
天
体
の
異
変
が
識
と
な
っ
て
、
李
上
公
の
死
が
伝
わ
り
、
最
後
に
「
旗
」
「
天
馬
」
一
と
も
に
星
座
の
名
）
と
、
天
上
の
世
界
へ
戻
っ
て

い
く
。
元
の
版
図
は
あ
ま
り
に
大
き
い
。
そ
れ
を
天
に
う
つ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
遠
隔
の
地
の
人
事
と
共
振
し
あ
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

『
梧
漢
集
』
巻
七
の
「
刹
牛
星
芒
」
の
よ
う
な
、
星
の
名
尽
し
の
詩
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
、
王
逢
の
天
体
に
関
す
る
興
味
と
造
詣
は

深
か
っ
た
。

　
も
と
の
「
無
題
」
詩
に
戻
る
。
第
二
句
に
は
、
「
黄
河
」
が
現
れ
る
。
こ
こ
に
込
め
ら
れ
た
感
情
は
、
恐
ら
く
先
に
引
い
た
「
擬
河
清
賦
」

と
同
じ
い
。
黄
河
が
雄
大
な
世
界
へ
の
入
り
口
な
の
で
あ
る
。
第
三
句
か
ら
第
六
句
、
地
名
が
次
々
と
現
れ
る
。
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
、

こ
の
地
上
世
界
の
位
置
関
係
、
秩
序
を
一
つ
一
つ
確
か
め
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
第
七
句
、
元
朝
が
仙
山
の
ご
と
く
固
い
と
い
う
の
が
、

い
か
に
も
王
逢
ら
し
い
。
彼
に
と
っ
て
、
幻
想
の
世
界
に
あ
る
仙
山
こ
そ
、
現
実
の
何
よ
り
も
確
実
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
独
特
の
雄
大
な
世
界
観
を
、
微
妙
な
修
辞
に
よ
っ
て
、
表
現
し
た
の
が
、
「
無
題
」
詩
な
の
で
あ
る
。
以
下
の
詩
は
、
簡

単
な
説
明
の
み
を
加
え
る
。

「
二
、
天
槍
幾
夜
鈎
陳
に
直
り
、
車
駕
高
秋
重
ね
て
北
巡
す
。
総
じ
て
謂
う
羽
林
猛
士
無
し
と
、
金
屋
に
佳
人
有
る
に
縁
ら
ず
。
広
寒
の

電
杖
華
月
を
問
て
、
太
液
の
龍
舟
白
頚
を
動
か
す
「
雪
は
上
京
に
満
ち
て
大
饗
を
労
す
、
西
の
か
た
華
嶽
を
封
じ
て
秦
民
を
弔
む
」

　
一
で
巨
大
な
天
地
を
描
い
た
後
に
、
こ
の
世
の
大
主
催
者
で
あ
る
皇
帝
「
車
駕
」
が
登
場
す
る
。
実
は
北
に
逃
げ
た
の
で
あ
る
が
、
王

逢
の
幻
想
世
界
で
は
、
乱
に
苦
し
む
人
々
を
慰
め
る
救
世
主
と
し
て
、
劇
的
に
現
れ
る
の
で
あ
る
。

「
三
、
白
衣
騰
艘
呉
兵
を
渡
ら
し
め
、
赤
羽
施
旗
趨
営
を
奪
う
。
灘
水
に
天
は
廻
ら
す
龍
虎
の
気
、
楡
林
に
風
は
逐
う
馬
駝
の
声
。
韻
粧

の
宮
女
は
竹
に
席
く
を
愁
え
、
白
髪
の
洞
官
は
桜
を
薦
む
る
を
憶
ゆ
。
猶
お
海
鷹
神
の
王
た
ら
ざ
る
有
り
、
驚
に
駕
し
て
高
く
塞
雲
の
平

ら
か
な
る
を
去
る
」

　
明
の
北
伐
に
対
し
て
、
元
朝
は
な
お
再
起
可
能
で
あ
る
。
皇
帝
に
取
り
残
さ
れ
た
、
宮
女
や
宮
官
た
ち
は
往
時
を
忍
ん
で
い
る
。
第
七
、

八
句
、
海
鷹
神
が
誰
を
指
す
か
は
つ
ま
び
ら
か
で
は
な
い
が
、
恐
ら
く
王
族
の
一
人
の
援
軍
を
期
待
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
第
二
首

も
そ
う
だ
が
、
天
界
か
ら
地
上
を
脩
観
す
る
よ
う
な
視
線
で
幻
想
を
描
く
。



　
「
四
、
五
城
月
落
ち
て
朝
鶏
静
か
な
り
、
万
竃
煙
は
消
え
て
水
犀
入
る
。
淑
闇
の
珊
現
は
白
草
に
遺
て
ら
れ
、
木
天
の
図
籍
は
青
黎
に
冷

し
。
北
臣
は
旧
と
説
う
斉
の
王
粛
、
南
仕
は
新
た
に
聞
く
漢
の
日
碑
。
天
意
人
心
寛
い
に
何
く
に
か
在
ら
ん
、
虎
林
還
お
控
う
雁
門
の
西
」

　
　
一
転
し
て
、
破
壌
さ
れ
た
都
の
様
子
を
描
く
。
変
転
窮
ま
り
な
い
人
心
。
最
後
の
句
、
「
虎
林
」
は
杭
州
の
地
名
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

．
そ
れ
な
ら
ば
、
王
逢
の
い
る
江
南
と
遠
く
雁
門
が
一
綾
の
線
で
結
ば
れ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
が
喚
起
さ
れ
る
。
減
び
の
予
感
の
中
で
、
彼
の

心
は
遠
い
地
域
の
動
き
に
、
神
秘
的
な
共
感
、
共
振
を
覚
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
五
、
廿
載
群
雄
は
百
戦
に
疲
れ
、
金
城
万
雑
は
自
ら
湯
池
な
り
。
地
は
玉
冊
に
分
た
れ
盟
は
倶
に
在
り
、
露
は
銅
盤
に
灰
き
影
は
支
（
は

な
）
れ
ず
。
中
夜
馬
群
風
は
北
に
向
い
、
当
年
の
車
轍
日
は
南
に
馳
す
。
独
り
憐
れ
む
石
鼓
の
秋
草
に
眠
る
を
、
猶
お
是
宣
王
煩
美
の
詞

な
り
」
元
の
復
活
を
期
待
し
つ
つ
、
し
か
し
、
最
後
は
草
に
埋
も
れ
た
石
鼓
文
と
い
う
滅
び
の
イ
メ
ー
ジ
で
終
わ
る
。
た
だ
最
後
の
句
は
、

　
一
つ
の
時
代
が
去
っ
て
も
、
そ
の
時
代
が
生
ん
だ
文
学
、
す
な
わ
ち
王
逢
の
詩
文
が
後
世
ま
で
不
減
で
あ
ら
ん
こ
と
に
最
後
の
望
み
を
託

し
て
い
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
と
思
う
。

「
後
無
題
五
首
」
（
『
梧
漢
集
』
巻
四
下
）
は
、
恐
ら
ノ
＼
元
朝
の
情
勢
が
ま
す
ま
す
悪
化
し
て
い
く
中
で
、
作
ら
れ
た
ら
し
い
。
元
朝
の

復
活
を
望
む
気
持
ち
に
変
わ
り
は
な
い
が
、
あ
き
ら
め
の
心
情
は
募
っ
て
い
く
。

「
一
、
一
国
に
三
公
狐
狢
の
衣
、
四
郊
塁
多
く
し
て
鳥
蛇
囲
む
。
天
街
辮
ぜ
ず
元
（
玄
）
黄
の
馬
、
宮
漏
稀
れ
に
伝
わ
る
日
月
の
闇
。
蟄

紹
は
能
く
す
可
し
淺
血
を
留
む
る
を
、
謝
元
（
玄
）
は
那
ん
ぞ
及
ば
ん
戎
機
を
総
ぶ
る
に
。
祇
だ
応
に
大
駕
し
て
西
楚
を
懲
ら
す
べ
し
、

虞
歌
に
対
し
て
北
の
か
た
渡
り
て
帰
ら
ざ
れ
」

　
分
裂
、
混
乱
を
悲
し
む
気
持
ち
は
な
お
続
く
。
「
後
無
題
」
詩
も
、
朝
廷
を
天
に
た
と
え
た
、
巨
視
の
描
写
か
ら
始
ま
り
、
元
朝
の
復
帰

を
期
待
す
る
。

「
二
、
吐
蕃
回
絶
吏
い
は
何
如
、
据
翅
扶
風
守
り
太
だ
疎
な
り
。
萢
轟
辞
せ
ず
勾
践
の
難
、
楽
生
は
何
ぞ
忍
ば
ん
恵
王
の
書
。
銀
河
珠
斗

沙
幕
に
低
れ
、
乳
酒
黄
羊
は
沸
魔
に
減
ず
。
北
陸
漸
く
寒
く
し
て
沐
雪
早
し
、
六
龍
好
く
層
え
五
雲
の
車
に
」

　
前
「
無
題
」
詩
と
同
じ
く
地
上
を
術
観
す
る
よ
う
な
描
写
で
あ
る
。
「
沙
幕
」
、
「
乳
酒
」
、
「
沸
盧
」
等
蒙
古
特
有
の
風
俗
が
書
か
れ
て
い

『
梧
漢
集
』
に
つ
い
て

二
二



一
四

る
。
こ
れ
ら
の
語
は
北
方
民
族
の
風
俗
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
、
古
典
以
来
使
わ
れ
て
い
た
も
の
で
は
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
場
合
、
蛮
族

へ
の
蔑
み
の
気
持
ち
と
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
今
は
同
じ
語
を
用
い
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
気
持
ち
は
な
い
。
蒙
古
統
治

で
生
ま
れ
た
新
し
い
世
界
を
描
写
し
な
が
ら
も
、
な
お
、
で
き
う
る
限
り
漢
民
族
の
古
典
世
界
に
引
き
つ
け
よ
う
と
す
る
精
神
の
働
き
が

見
え
る
。

「
三
、
首
を
回
せ
ば
富
喬
五
色
の
天
、
疎
風
落
日
重
ね
て
個
檀
。
駕
に
八
駿
を
鰺
す
る
は
錆
を
忘
る
る
に
非
ず
、
蔓
に
千
金
を
置
く
は
旧

と
の
ご
と
く
燕
を
慕
う
。
地
は
上
林
を
限
り
雲
に
雁
は
過
ぎ
、
雪
は
西
嶺
を
封
じ
て
樹
に
鵠
は
蹄
く
。
遠
く
暫
ず
行
在
の
周
魔
の
士
に
、

草
に
横
た
わ
り
功
無
く
し
て
日
び
曇
く
ま
で
眠
る
を
」

「
擬
河
清
賦
」
に
つ
い
て
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
毘
寄
」
は
今
や
元
の
版
図
に
収
め
ら
れ
、
目
の
当
り
に
見
る
こ
と
は
難
し
く
と
も
、

現
実
性
を
か
な
り
与
え
る
地
名
と
な
っ
た
。
古
典
で
用
い
る
の
と
同
じ
語
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
短
絡
的
に
単
な
る
模
傲
と
考
え
て
は
な
ら

な
い
。
同
じ
語
に
盛
っ
た
イ
メ
ー
ジ
は
違
う
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
背
後
に
は
古
典
と
異
質
の
世
界
観
が
あ
る
。
読
み
手
も
そ
う
感

じ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
後
半
、
王
逢
の
意
識
は
元
の
版
図
い
っ
ぱ
い
へ
と
広
が
っ
て
い
く
の
だ
が
、
逃
亡
中
の
皇
帝
の
た
め
に
何
も
で

き
な
い
の
を
恥
じ
て
い
る
。

「
四
、
険
塞
の
居
庸
は
未
だ
劇
す
る
に
易
か
ら
ず
、
望
郷
蔓
上
に
望
郷
す
る
も
の
多
し
。
君
心
は
隔
て
ず
丹
塀
の
草
、
祖
誓
は
未
だ
忘
れ

ず
黒
水
の
河
。
前
後
の
炎
劉
中
運
歌
み
、
東
西
の
元
魏
百
年
過
ぐ
。
愁
え
来
り
て
較
す
る
莫
れ
興
衰
の
理
、
只
だ
当
時
の
徳
若
何
な
る
か

に
在
り
」

　
漢
や
北
魏
の
ご
と
く
、
王
朝
の
命
運
が
一
度
つ
き
て
し
ま
っ
た
か
に
見
え
て
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
長
ら
え
た
例
も
あ
り
、
元
朝
も
そ
の

徳
次
第
で
復
活
可
能
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
。
非
漢
民
族
の
北
魏
が
王
朝
復
興
の
例
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
。
中
国
の
歴
史

の
中
で
、
現
状
を
表
現
す
る
の
に
適
切
な
故
事
を
探
し
出
し
て
、
自
己
の
世
界
観
を
補
強
し
よ
う
と
す
る
必
死
の
努
カ
を
筆
者
は
感
じ
る
。

「
五
、
黄
河
は
清
浅
に
し
て
海
塵
揚
が
り
、
陳
月
の
関
雲
気
は
惨
蒼
。
寧
ぞ
明
珠
を
復
す
る
は
麗
杜
を
専
ら
に
す
る
の
み
な
ら
ん
や
、
尚

お
玉
兎
金
床
に
躍
る
を
論
ず
。
衣
冠
は
並
び
に
入
る
梁
園
の
宴
、
簡
冊
は
潜
か
に
回
ら
す
孔
壁
の
光
。
私
か
に
幸
い
と
す
老
帰
し
て
世
事

を
忘
る
る
を
、
梧
桐
の
朝
影
は
漢
堂
に
対
す
」



　
第
三
句
、
嚢
社
の
珠
の
故
事
を
用
い
つ
つ
、
壁
社
湖
の
戦
い
を
き
っ
か
け
に
し
て
覇
を
唱
え
る
に
至
っ
た
今
は
亡
き
張
士
誠
政
権
を
暗

示
す
る
。
王
逢
は
彼
の
力
を
借
り
て
元
朝
の
復
興
を
志
し
た
が
、
失
敗
し
た
。
だ
が
、
ま
だ
希
望
は
あ
る
。
第
四
句
、
唐
末
、
「
兎
金
床
に

上
る
」
の
識
語
を
利
用
し
て
、
今
の
紹
興
で
偽
帝
を
称
し
た
董
昌
の
故
事
（
新
唐
書
巻
二
二
五
下
）
を
用
い
る
。
あ
る
い
は
董
昌
と
同
じ

く
断
東
を
根
城
と
す
る
海
賊
方
国
珍
を
促
し
て
、
朱
元
璋
に
対
抗
せ
し
め
ん
と
の
底
意
が
あ
っ
た
か
。
第
五
句
、
第
六
句
は
恐
ら
ノ
＼
自

分
が
嘗
て
元
朝
復
活
の
画
策
を
し
た
こ
と
を
回
想
。
し
か
1
し
、
い
ま
自
分
は
何
も
な
し
え
な
い
ま
ま
に
人
生
を
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

第
七
句
「
私
か
に
幸
い
と
す
」
に
つ
い
て
、
深
読
み
か
む
し
れ
な
い
が
、
筆
者
は
こ
の
句
に
王
逢
の
文
学
者
と
し
て
の
本
音
を
見
た
い
。

す
な
わ
ち
「
世
事
を
忘
れ
て
」
、
白
ら
が
築
き
上
げ
た
世
界
観
に
ひ
た
り
通
す
こ
と
こ
そ
が
、
自
分
の
快
楽
な
の
で
あ
る
と
。
現
実
に
は
た

ら
き
か
け
る
よ
り
も
、
幻
想
の
翼
を
を
は
ば
た
か
せ
る
方
が
彼
に
と
っ
て
は
幸
い
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
こ
の
よ
う
な
退
嬰
的
な
自
已
満
足
に
飽
き
足
ら
な
い
も
の
を
感
じ
た
の
だ
ろ
う
か
、
後
に
元
の
皇
子
が
捕
え
ら
れ
た
の
を
き
っ
か
け
と

し
て
書
か
れ
た
「
無
題
の
後
に
書
す
、
凡
そ
三
首
、
偶
ま
燕
太
子
丹
の
事
に
感
ず
」
（
『
梧
漢
集
』
巻
六
）
で
は
、
な
お
元
朝
復
活
へ
の
期

待
が
多
く
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
後
日
の
付
け
足
し
で
あ
っ
て
、
本
論
で
は
前
後
「
無
題
」
詩
十
首
で
完
成
し

た
作
晶
で
あ
る
と
み
な
し
て
論
じ
た
。

　
議
論
が
錯
綜
し
て
分
か
り
難
い
の
で
、
こ
こ
で
、
「
無
題
」
詩
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
王
逢
及
び
そ
の
詩
の
特
徴
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き

た
い
。一

、
詩
の
対
象
で
あ
り
、
背
景
で
あ
る
世
界
が
広
が
っ
た
。
無
論
、
過
去
の
中
国
人
も
空
想
上
で
、
世
界
の
果
て
や
、
天
上
界
に
遊
ん
だ

が
、
こ
こ
で
い
う
世
界
は
現
実
性
を
と
も
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
「
箆
嵜
」
は
も
は
や
昔
の
「
箆
蕎
」
で
は
な
い
。
一
句
全
部
甚
だ
し
く
は

一
首
全
部
が
過
去
の
作
品
の
模
傲
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
時
代
の
読
者
に
は
過
去
と
違
う
感
触
を
も
っ
て
迫
っ
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に

模
倣
を
い
や
し
む
観
点
で
は
見
え
に
く
い
新
鮮
さ
が
あ
る
。

二
、
そ
し
て
、
そ
の
世
界
と
の
一
体
感
。
た
と
え
現
地
に
い
か
な
く
て
も
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
が
王
逢
の
心
の
琴
線
と
共
振
し
あ
う

の
で
あ
る
。
そ
の
世
界
と
の
つ
な
が
り
は
天
の
星
座
や
黄
河
の
流
れ
に
託
し
て
よ
う
や
く
表
現
し
う
る
、
微
妙
な
感
覚
で
あ
っ
た
。
現
実

『
梧
漢
集
』
に
つ
い
て

一
五
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世
界
に
は
何
ら
意
味
を
持
た
な
い
「
書
生
の
見
」
で
は
あ
る
が
、
王
逢
と
い
う
個
人
を
支
え
る
も
の
と
し
て
は
必
須
の
世
界
観
で
あ
っ
た
。

そ
れ
な
く
し
て
は
生
き
て
は
い
け
な
い
ほ
ど
の
快
楽
の
源
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
信
仰
を
捨
て
る
こ
と
は
彼
に
と
っ
て
死
を
意
味
し
た
で

あ
ろ
う
。

三
、
一
、
二
は
元
王
朝
の
統
一
が
な
く
て
は
存
在
し
え
な
か
っ
た
感
覚
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
モ
ン
ゴ
ル
の
文
化
を
、
自
ら
が
育
っ

た
漢
民
族
の
伝
統
の
枠
の
中
に
引
き
と
ど
め
て
理
解
し
よ
う
と
い
う
意
志
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
を
漢
民
族
の
限
界
だ
と
い
う
人
も
い
よ

う
が
、
こ
れ
は
観
点
の
違
い
で
あ
る
。
王
逢
は
南
宋
の
故
老
が
健
在
の
こ
ろ
に
生
を
受
け
た
人
で
あ
り
、
江
南
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
で
も

い
う
べ
き
、
地
域
的
な
感
情
が
盛
り
上
が
っ
た
元
末
、
南
宋
へ
の
回
顧
の
感
情
は
否
定
す
べ
く
も
な
く
彼
に
存
在
し
た
。
そ
の
感
情
は
「
銭

塘
春
感
」
（
『
梧
漢
集
』
巻
一
）
、
「
感
宋
遺
事
」
（
『
梧
漢
集
』
巻
二
）
な
ど
折
に
触
れ
て
よ
ま
れ
る
。
そ
し
て
、
宋
元
革
命
期
の
お
び
た
だ

し
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
「
詩
史
」
と
し
て
残
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
元
を
何
と
か
宋
ま
で
の
歴
史
の
延
長
線
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
。
そ

う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
宋
ま
で
の
歴
吏
が
無
駄
な
営
み
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
彼
は
ま
た
、
「
蒲
梢
」
、
「
乳
酒
」
、

「
沙
幕
」
な
ど
、
中
国
古
典
語
の
世
界
で
モ
ン
ゴ
ル
の
文
化
を
表
わ
そ
う
と
す
る
。
そ
の
措
辞
上
の
試
み
は
、
今
日
の
我
々
に
は
竹
に
木

を
接
ぐ
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
が
、
そ
こ
に
彼
の
必
死
の
努
カ
を
読
み
取
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。

四
、
以
上
の
よ
う
な
世
界
観
を
も
っ
た
う
え
で
の
、
遺
民
、
隠
遁
の
快
楽
が
詩
の
底
流
に
あ
る
と
、
筆
者
は
思
う
。
死
の
危
険
と
隣
り
合

わ
せ
で
あ
る
、
遺
民
と
い
う
選
択
の
原
因
を
快
楽
に
求
め
る
の
は
、
甚
だ
不
穏
当
で
あ
ろ
う
が
、
死
の
恐
怖
を
超
え
る
ほ
ど
の
快
楽
が
あ
っ

た
ゆ
え
に
転
向
せ
ず
に
す
ん
だ
と
考
え
る
ほ
う
が
分
か
り
易
い
と
、
あ
え
て
過
激
な
見
解
を
筆
者
は
持
っ
。
王
逢
に
と
っ
て
は
、
自
已
の

世
界
観
を
詩
文
の
形
に
移
す
こ
と
の
み
に
、
全
カ
を
注
ぎ
、
実
際
的
な
行
動
を
し
な
い
こ
と
こ
そ
が
、
そ
の
世
界
観
を
傷
っ
け
ず
に
全
う

す
る
方
法
な
の
で
あ
る
。
遺
民
の
目
的
は
、
身
を
守
り
つ
つ
、
節
を
貫
く
と
い
う
道
義
上
の
価
値
も
あ
る
が
、
自
已
の
ひ
た
る
夢
か
ら
抜

け
で
た
く
な
い
た
め
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
強
烈
な
夢
、
世
界
観
を
、
元
王
朝
は
知
識
人
た
ち
に

も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。


