
楊
維
槙
『
続
奄
集
』

に
つ

、し

て

要
　
　
木

純

　
楊
維
槙
一
一
一
九
六
－
二
二
七
〇
）
は
、
元
末
明
初
の
詩
人
の
中
で
、
同
時
代
は
も
と
よ
り
、
後
世
に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
最
も
大
な

る
一
人
で
あ
る
。
個
性
的
な
そ
の
作
品
は
、
相
応
し
て
毅
誉
褒
既
が
甚
し
く
あ
り
続
け
た
。
該
博
な
古
典
の
知
識
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
、
「
復

古
」
を
表
向
き
は
唱
え
な
が
ら
、
新
奇
な
題
材
、
レ
ト
リ
ッ
ク
に
挑
戦
し
た
。

　
か
く
の
ご
と
き
創
作
態
度
を
持
し
た
彼
が
、
何
よ
り
も
力
を
入
れ
た
ジ
ャ
ン
ル
は
、
彼
の
別
集
『
鉄
崖
先
生
古
楽
府
』
（
『
四
部
叢
刊
正
編
』

所
収
影
印
本
一
に
集
め
ら
れ
た
「
古
楽
府
」
で
あ
る
。
そ
の
序
で
楊
維
槙
の
方
外
の
友
人
張
雨
は
題
す
る
。

　
「
三
百
篇
而
下
、
比
興
の
旨
を
失
せ
ざ
る
は
、
惟
だ
古
楽
府
の
み
近
し
と
為
す
。
今
代
善
く
呉
才
老
一
宋
の
呉
械
）
の
韻
書
を
用
い
て
、

　
古
語
を
以
て
之
を
駕
御
す
る
は
、
李
季
和
（
李
孝
先
　
二
一
八
五
－
二
二
五
〇
）
、
楊
廉
夫
一
維
槙
の
字
一
遂
に
作
者
を
称
す
。
廉
夫
又

　
其
の
間
に
縦
横
し
て
、
上
は
漢
魏
に
法
り
、
而
し
て
少
陵
（
杜
甫
一
二
李
一
李
白
、
李
賀
）
の
問
に
出
入
す
。
其
の
作
る
所
の
古
楽
府
辞

　
は
、
隠
然
と
し
て
噴
世
た
る
金
石
の
声
に
し
て
、
人
の
望
み
て
而
し
て
畏
る
る
者
有
り
。
又
時
に
龍
鬼
蛇
神
を
出
だ
し
て
以
て
一
世
の
耳

　
目
を
眩
蕩
す
る
は
、
斯
れ
亦
た
奇
な
り
実
。
東
南
士
林
の
語
に
日
く
、
前
に
虞
一
虞
集
）
、
萢
（
萢
替
）
有
り
、
後
に
李
、
楊
有
り
、
と
。

　
廉
夫
の
奇
作
、
人
の
知
ら
ざ
る
所
の
者
は
、
必
ず
以
て
余
に
寄
す
。
余
を
以
て
言
を
知
る
者
と
為
す
。
抑
も
余
聞
く
な
ら
く
、
詠
歌
音
声

　
の
物
為
る
や
、
明
な
れ
ば
則
ち
金
石
を
動
か
し
、
幽
な
れ
ば
則
ち
鬼
神
を
感
ぜ
し
む
、
と
。
豊
に
直
だ
に
草
上
に
風
行
く
の
比
な
る
の
み

　
な
ら
ん
哉
。
廉
夫
は
盛
時
に
遭
い
て
、
大
廷
に
擾
言
す
る
者
也
。
将
に
時
の
君
子
と
与
に
以
て
隆
平
を
類
せ
ん
と
す
。
楽
府
の
遺
音
は
、

　
量
に
宜
し
く
野
に
在
る
べ
け
ん
や
。
大
雅
を
し
て
世
を
扶
け
、
正
声
に
変
じ
、
元
気
を
調
え
使
む
る
を
要
す
れ
ば
、
斯
れ
至
れ
り
と
為
す

　
也
。
余
敢
え
て
此
を
以
て
廉
夫
に
望
ま
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
余
子
は
此
を
語
る
に
足
ら
ず
。
至
正
丙
戌
（
六
年
　
二
二
四
六
一
冬
又
十
月
、

楊
維
槙
『
続
奮
集
』
に
つ
い
て



二

　
方
外
の
張
天
雨
謹
ん
で
題
す
」

　
楊
維
槙
の
古
楽
府
の
力
量
を
称
揚
し
、
そ
れ
が
為
政
の
一
助
と
な
ら
ん
こ
と
を
期
待
す
る
が
、
そ
れ
は
楊
維
槙
の
ひ
そ
か
な
自
負
で
も
あ
っ

た
に
ち
が
い
な
い
。
『
鉄
崖
先
生
古
楽
府
』
の
冒
頭
に
、
張
雨
の
序
と
と
も
に
附
せ
ら
れ
た
、
楊
維
槙
の
門
人
に
し
て
『
古
楽
府
』
の
編
輯

者
で
あ
る
呉
復
の
序
に
い
う
。

　
「
一
前
略
一
会
稽
の
鉄
崖
先
生
は
古
雑
詩
を
為
る
こ
と
、
凡
そ
五
百
余
首
。
自
ら
楽
府
遺
声
と
謂
う
。
夫
れ
楽
府
は
風
雅
の
変
よ
り
出
で
て
、

　
而
し
て
時
を
関
え
俗
を
病
み
、
善
を
陳
べ
邪
を
閉
じ
、
将
に
風
雅
と
並
行
し
て
而
し
て
惇
ら
ず
、
則
ち
先
生
の
詩
の
旨
也
。
是
の
編
一
た

　
び
出
づ
れ
ば
、
作
者
の
集
を
し
て
遇
め
て
而
し
て
行
わ
ざ
ら
し
め
ん
。
始
め
て
三
百
篇
の
余
音
有
り
て
而
し
て
吾
が
元
の
詩
有
る
を
知
る

　
也
。
復
は
、
詩
を
先
生
に
学
ぶ
者
は
年
有
り
実
。
嘗
て
教
え
を
承
け
て
日
く
、
詩
を
認
む
る
は
人
を
認
む
る
が
如
し
。
人
の
声
を
認
め
貌

　
を
認
む
る
は
易
き
也
。
性
を
認
む
る
は
難
き
也
。
神
を
認
む
る
は
又
難
き
也
。
詩
を
古
え
に
習
い
て
而
し
て
未
だ
其
の
性
と
神
と
を
認
め

　
ざ
れ
ば
、
詩
を
作
る
こ
と
岡
き
也
。
肝
あ
、
詩
を
認
む
る
こ
と
の
難
き
こ
と
此
く
の
如
き
を
知
れ
ば
、
則
ち
以
て
先
生
の
詩
を
知
る
可
し

　
夷
」
　
　
　
■
　
　
－
－
≡
≡

　
門
人
が
師
を
尊
崇
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
が
、
そ
れ
で
も
楊
維
禎
の
詩
作
に
対
す
る
覚
悟
と
苦
心
の
程
が
並
々
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
が
し
の
ば
れ
る
。
さ
ら
に
す
さ
ま
じ
き
は
、
続
く
節
で
あ
る
。

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

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
み

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

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

　
し
か
ら
ば
、
大
量
の
作
が
捨
て
ら
れ
た
の
ち
、
楊
維
槙
が
自
ら
よ
し
と
す
る
と
こ
ろ
の
み
を
精
選
し
た
の
が
、
現
在
我
々
が
見
る
所
の
作

品
群
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
楊
維
槙
は
、
こ
れ
ら
古
楽
府
の
作
品
に
よ
っ
て
、
自
己
を
評
価
し
て
欲
し
か
っ
た
。
そ
れ
以
外
の
作
品
で
、
文

学
観
や
人
問
観
を
品
騰
せ
ら
れ
る
の
は
本
意
で
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
で
も
、
当
時
か
ら
、
彼
の
捨
て
た
作
品
を
惜
し
む
声
は
大

き
か
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
こ
と
を
論
ず
る
前
に
、
本
稿
の
底
本
と
し
て
用
い
る
四
部
叢
刊
影
印
本
の
『
鉄
崖
先
生
古
楽
府
』
の
テ
キ
ス
ト
に

つ
い
て
、
少
し
述
べ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。



　
楊
維
槙
の
作
品
テ
キ
ス
ト
の
流
伝
の
経
緯
は
複
雑
で
、
各
テ
キ
ス
ト
と
も
誤
字
脱
字
が
お
び
た
だ
し
く
筆
者
も
取
り
扱
い
に
苦
慮
す
る
所

で
あ
る
。
今
、
本
稿
に
関
係
の
あ
る
限
り
の
重
要
な
点
に
っ
い
て
言
及
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

　
本
稿
の
底
本
は
末
尾
に
、

　
「
鉄
崖
楊
先
生
は
文
章
を
以
て
世
に
鳴
る
。
其
の
古
楽
府
等
の
作
は
古
今
に
冠
絶
す
。
然
れ
ど
も
未
だ
銭
梓
し
て
以
て
之
を
伝
う
る
者
有

　
ら
ず
。
文
を
好
む
の
士
之
を
見
る
を
獲
る
こ
と
雫
な
り
。
予
是
の
編
を
得
て
敢
え
て
私
蔵
せ
ず
、
謹
ん
で
為
に
工
に
命
じ
て
刊
布
せ
し
め
、

　
以
て
四
方
の
学
者
と
与
に
之
を
共
に
す
。

　
成
化
已
丑
一
五
年
　
一
四
六
九
一
秋
七
月
既
望
海
虞
劉
傲
識
す
」

と
い
う
識
語
の
あ
る
の
を
信
ず
れ
ば
、
明
代
成
化
年
間
に
は
じ
め
て
刊
せ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
本
テ
キ
ス
ト
は
、
劉
傲
の
手
に

よ
る
の
か
、
劉
傲
所
蔵
本
が
す
で
に
そ
う
で
あ
っ
た
の
か
、
に
わ
か
に
は
断
定
で
き
な
い
が
、
原
『
鉄
崖
先
生
古
楽
府
』
十
巻
に
別
の
『
鉄

雅
先
生
復
古
詩
集
』
六
巻
が
合
刻
さ
れ
て
、
現
『
鉄
崖
先
生
古
楽
府
』
十
六
巻
が
形
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
『
復
古
詩
集
』
巻
一
か

ら
は
、
「
古
楽
府
巻
十
一
」
の
ご
と
く
通
し
で
巻
数
が
並
記
さ
れ
て
い
る
。

　
原
『
古
楽
府
』
十
巻
は
既
述
の
門
人
呉
復
の
編
輯
に
係
る
者
で
、
先
に
引
用
し
た
張
雨
の
序
の
末
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
ま
た
呉
復
の
序
の

末
に
「
至
正
六
年
丙
戌
一
六
年
、
二
二
四
六
一
春
三
月
初
吉
」
の
年
月
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
お
お
よ
そ
こ
の
こ
ろ
に
原
稿
が
完
成
し
た
と

見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
楊
維
槙
の
パ
ト
ロ
ン
で
あ
っ
た
富
商
顧
瑛
の
後
序
が
、
現
『
鉄
崖
先
生
古
楽
府
』
本
の
末
に
収
め
ら
れ
る

が
、
恐
ら
く
原
『
古
楽
府
』
本
十
巻
の
末
に
あ
っ
た
と
お
ぼ
し
い
。
そ
こ
に
、

　
「
故
に
予
は
謹
ん
で
呉
復
の
編
す
る
所
の
本
凡
そ
三
百
余
首
を
録
し
、
以
て
諸
れ
を
梓
に
銭
り
、
古
詩
に
志
有
る
者
と
与
に
之
を
共
に
す
。

　
庶
幾
く
は
古
え
の
六
義
を
感
発
せ
ん
こ
と
を
。
之
に
孫
り
て
而
し
て
風
、
騒
の
教
え
に
之
く
は
難
か
ら
ざ
る
也
。
巻
末
の
律
詩
は
、
先
生

　
の
棄
っ
る
所
と
難
も
而
し
て
世
の
学
者
の
深
く
階
爽
す
る
所
の
者
也
。
故
に
余
は
世
俗
の
伝
う
る
所
の
伝
本
を
取
っ
て
五
言
及
び
七
言
、

　
又
凡
そ
若
干
首
を
録
す
と
云
う
。

　
至
正
八
年
戊
子
一
二
二
四
八
一
七
月
初
吉
毘
山
の
顧
瑛
謹
し
み
て
識
す
」

楊
維
槙
『
続
奮
集
』
に
つ
い
て

三



と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、
呉
復
に
よ
る
稿
が
成
っ
て
二
年
後
、
顧
瑛
の
増
補
を
経
て
原
『
古
楽
府
』
は
出
版
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
し
て
『
鉄
雅
先
生
復
古
詩
集
』
六
巻
の
方
は
、
現
『
古
楽
府
』
本
巻
之
十
一
す
な
わ
ち
『
復
古
詩
集
』
の
巻
一
に
冠
さ
れ
た
編
者
の
門

人
龍
洲
生
章
碗
に
よ
る
「
輯
鉄
雅
先
生
復
古
詩
集
序
」
に
「
至
正
二
十
四
年
（
二
二
六
四
）
甲
辰
秋
九
月
戊
子
」
と
附
し
て
い
る
の
で
こ
の

前
後
に
稿
が
ほ
ぼ
成
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
巻
二
「
古
楽
府
二
十
二
首
」
の
章
碗
の
識
語
及
び
巻
五
の
「
香
匿
集
」
の
楊
維
禎
自

身
の
序
に
「
至
正
丙
午
（
二
十
六
年
　
二
三
ハ
六
）
」
の
年
号
が
見
え
る
の
で
、
以
後
も
手
が
入
れ
ら
れ
た
ら
し
い
。

　
そ
れ
で
は
、
い
ず
れ
の
時
点
で
、
原
『
古
楽
府
』
と
『
復
古
詩
集
』
が
合
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
章
碗
の
先
述
の
「
序
」
に
い
う
。

　
「
碗
は
鉄
門
に
登
り
て
詩
を
学
ぶ
。
因
り
て
先
生
の
前
後
製
す
る
所
の
者
二
百
首
を
輯
め
、
呉
復
の
編
す
る
所
の
又
三
百
首
に
連
ね
て
、

　
名
づ
け
て
『
鉄
雅
先
生
復
古
詩
集
』
と
日
う
」

　
し
か
ら
ば
、
章
琉
の
企
て
に
よ
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
と
こ
ろ
が
こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
作
晶
数
が
『
古
楽
府
』
本
の
そ
れ
と
あ

わ
な
い
の
で
あ
る
◎

　
原
『
古
楽
府
』
本
と
目
さ
れ
る
十
巻
に
所
収
さ
れ
る
作
品
は
四
百
十
二
首
、
そ
れ
に
他
人
の
作
品
が
十
九
首
加
え
ら
れ
て
い
る
。
『
復
古

詩
集
』
六
巻
に
は
一
百
三
十
五
首
、
他
人
の
作
品
が
九
首
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
先
に
呉
復
が
原
『
古
楽
府
』
に
つ
い
て
「
五
百

余
首
」
と
い
い
、
更
に
顧
瑛
が
「
三
百
余
首
」
と
い
っ
て
い
る
の
も
、
ど
う
解
釈
す
れ
ば
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
い
。
作
品
の
相
当
な
散
侠
や

後
世
の
大
幅
な
改
編
が
疑
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
か
よ
う
に
、
謎
が
多
く
、
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
の
に
不
安
の
大
き
い
テ
キ
ス
ト
で
は
あ
る
が
、
筆
者
は
そ
れ
で
も
現
『
古
楽
府
』
本
が
、

一
っ
の
有
機
的
統
合
体
を
な
し
て
い
る
と
見
な
す
。
少
く
と
も
、
本
稿
の
議
論
に
お
い
て
は
、
原
『
古
楽
府
』
本
と
目
さ
れ
る
十
巻
に
お
さ

め
ら
れ
て
い
る
作
品
群
と
『
復
古
詩
集
』
に
お
さ
め
ら
れ
る
そ
れ
ら
と
が
、
編
者
と
編
輯
時
期
と
を
異
に
し
な
が
ら
も
、
あ
る
一
定
の
連
関

を
も
っ
も
の
と
し
て
論
を
進
め
る
こ
と
は
有
効
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
楊
維
槙
の
一
生
を
貫
く
文
学
観
を
両
作
品
群
に
均
等

に
見
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
楊
維
槙
の
詩
が
読
み
に
く
い
の
は
、
そ
の
作
風
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
以
上
の
よ
う
な
複
雑
な
流
伝
を
経
て
、
ど
の
テ
キ
ス
ト
も
誤
字
に

よ
る
乱
れ
が
甚
し
い
か
ら
で
あ
る
。
幸
い
近
年
郷
志
方
氏
に
よ
っ
て
『
楊
維
槙
詩
集
』
（
断
江
古
籍
出
版
社
　
一
九
九
四
一
が
ま
と
め
ら
れ
、



厳
密
な
校
勘
に
よ
っ
て
文
意
が
通
り
や
す
く
な
っ
た
。
本
書
は
四
部
備
要
本
『
鉄
崖
古
楽
府
注
』
（
楼
ト
漉
註
、
原
書
は
乾
隆
刻
本
、
台
湾
中

華
書
局
一
九
六
六
影
印
本
あ
り
一
を
底
本
と
す
る
が
、
そ
の
誤
り
を
正
す
と
こ
ろ
が
少
く
な
い
。
ま
た
附
録
の
「
諸
家
評
論
」
等
も
諸
書
を

専
捜
し
て
い
て
、
多
大
な
稗
益
を
受
け
た
。
以
後
こ
の
書
を
『
詩
集
』
と
略
称
し
て
し
ば
し
ば
引
用
す
る
。

　
さ
て
、
顧
瑛
同
様
、
「
先
生
の
棄
っ
る
所
」
の
詩
を
惜
し
む
声
は
、
楊
維
禎
の
決
意
に
も
か
か
わ
ら
ず
強
か
っ
た
。
先
に
引
用
し
た
章
碗

の
「
序
」
に
も
い
う
。

　
「
先
生
は
近
体
而
下
は
、
人
を
し
て
伝
え
令
め
ず
。
然
れ
ど
も
腔
爽
し
て
人
口
に
在
り
、
得
て
而
し
て
遺
っ
る
可
か
ら
ざ
る
者
有
り
、
巻

　
後
に
録
す
。
而
し
て
香
奄
諸
体
も
亦
た
附
見
す
と
云
う
」

　
弟
子
が
楊
維
槙
の
仕
事
を
細
大
も
ら
さ
ず
後
世
に
残
そ
う
と
す
る
意
気
込
み
は
『
古
楽
府
』
に
限
ら
な
い
。
四
部
叢
刊
本
『
東
維
子
文
集
』

巻
七
に
、
釈
安
な
る
弟
子
の
「
鉄
雅
先
生
鋤
律
序
」
が
附
せ
ら
れ
て
い
る
。
同
じ
く
巻
七
所
収
の
楊
維
槙
に
よ
る
「
蕉
窓
律
選
序
」
を
与
え

ら
れ
た
弟
子
で
あ
る
。

　
「
先
生
は
嘗
て
謂
う
、
律
詩
は
古
え
な
ら
ず
ん
ば
、
作
る
可
か
ら
ざ
る
也
と
。
其
の
銭
唐
に
在
る
時
、
諸
生
律
体
を
請
う
が
為
に
、
始
め

　
て
二
十
首
を
作
る
。
奇
対
多
く
、
其
の
興
を
起
こ
す
こ
と
杜
少
陵
の
如
く
、
事
を
用
い
る
こ
と
李
商
隠
の
如
し
。
江
湖
の
腫
体
は
、
之
が

　
為
に
一
変
す
。
此
は
乃
ち
頽
（
も
と
類
に
作
る
。
『
詩
集
』
に
よ
る
）
然
と
し
て
天
縦
、
四
声
八
病
の
拘
有
る
を
知
（
も
と
如
に
作
る
。
『
詩

　
集
』
に
よ
る
）
ら
ず
。
其
の
骸
樗
す
可
き
こ
と
、
乖
龍
震
虎
、
海
を
排
き
岳
を
突
き
、
万
物
飛
走
し
て
、
騨
易
し
て
地
無
き
が
如
し
。
観

　
る
者
は
当
に
神
逸
を
以
て
之
を
悟
る
べ
く
し
て
、
当
に
雄
強
険
脆
を
以
て
之
を
律
す
べ
か
ら
ざ
る
也
。
句
曲
の
張
伯
雨
嘗
て
日
く
、
老
鉄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
り

　
の
力
無
き
者
は
、
便
ち
慮
馬
の
後
の
大
虫
に
堕
落
す
る
耳
、
と
。
故
に
今
此
の
櫛
体
を
衷
む
る
こ
と
凡
そ
若
干
首
」

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
古
楽
府
体
以
外
に
も
、
律
詩
を
相
当
数
江
湖
に
示
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
そ
の
律
詩
は
、
杜
甫
、

李
商
隠
に
も
比
す
べ
き
作
品
で
は
あ
っ
た
が
、
規
則
、
常
識
に
と
ら
わ
れ
な
い
「
鋤
律
」
で
あ
り
、
弟
子
達
を
驚
か
せ
た
と
い
う
。
こ
こ
で

は
、
奔
放
な
作
風
で
あ
る
「
古
楽
府
」
の
延
長
と
し
て
、
楊
維
槙
は
、
自
己
の
律
詩
を
位
置
づ
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼

の
い
う
「
古
」
（
い
に
し
え
ぶ
り
一
で
あ
る
限
り
、
自
己
の
近
体
詩
の
作
品
が
後
世
に
伝
え
ら
れ
る
こ
ど
に
異
を
唱
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

楊
維
槙
『
続
奮
集
』
に
つ
い
て

五
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か
。
「
蕉
窓
律
選
序
」
で
も
、
釈
安
が
自
分
の
意
に
適
う
律
詩
を
選
集
に
収
め
て
く
れ
た
こ
と
を
ほ
め
て
い
る
。

　
作
品
を
残
す
か
捨
て
る
か
、
師
と
弟
子
の
問
で
、
余
人
に
知
れ
ぬ
ひ
そ
か
な
綱
引
き
が
あ
っ
た
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
が
、
現
在
残
さ
れ

て
い
る
作
品
に
つ
い
て
は
、
楊
維
槙
の
、
積
極
的
で
な
く
て
も
、
少
く
と
も
暗
黙
の
同
意
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
鉄
雅
先
生
勧
律
』
な

ど
は
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
残
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
『
詩
集
』
の
『
鉄
崖
逸
編
』
巻
七
に
収
め
ら
れ
る
多
量
の
七
律
は
、
彼
等
多
く
の

門
弟
の
努
力
に
よ
っ
て
流
伝
し
た
の
ち
、
今
日
の
我
々
が
目
暗
し
得
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
「
嬉
春
体
五
首
　
銭
塘

湖
上
、
一
に
云
う
僧
唐
体
を
賦
す
と
力
銭
唐
詩
人
の
杜
を
学
ぶ
者
に
遺
る
」
や
「
無
題
　
商
隠
の
体
に
効
う
四
首
　
衰
子
英
と
与
に
同
に
賦

す
」
は
、
「
杜
」
や
「
商
隠
」
と
い
う
の
が
釈
安
の
序
に
通
ず
る
と
い
う
だ
け
で
『
鉄
雅
先
生
鋤
律
』
中
の
作
品
で
あ
る
と
即
断
す
る
の
は

軽
率
で
あ
ろ
う
が
、
『
鋤
律
』
が
作
ら
れ
編
ま
れ
た
の
と
同
様
の
環
境
下
で
、
楊
維
槙
が
弟
子
達
に
示
し
た
作
品
の
一
部
と
み
る
の
は
武
断

で
は
あ
る
ま
い
。

　
後
世
の
「
楊
維
槙
像
」
は
、
か
く
し
て
、
本
人
が
望
ん
だ
『
古
楽
府
』
に
よ
っ
て
の
み
で
は
な
く
、
弟
子
達
の
努
力
進
言
で
か
ろ
う
じ
て

残
さ
れ
た
作
品
か
ら
も
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
い
や
む
し
ろ
、
『
古
楽
府
』
以
外
の
作
品
に
重
点
を
お
い
て
、
楊
維
槙
が
論
ぜ
ら
れ

る
場
合
も
多
い
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
の
例
の
一
つ
が
、
吉
川
幸
次
郎
氏
の
『
元
明
詩
概
説
』
一
岩
波
書
店
　
一
九
六
三
）
で
あ
る
。
氏
も
『
古
楽
府
』
よ
り
「
精
衛
操
」
（
『
古

楽
府
』
巻
一
）
「
羅
浮
美
人
」
一
同
上
巻
三
）
を
引
い
て
、
楊
維
禎
が
楽
府
体
を
祖
述
し
た
こ
と
を
述
べ
る
が
、
「
論
理
で
た
ど
れ
る
詩
で
な
い

点
が
、
か
え
っ
て
新
し
い
ね
ら
い
で
あ
っ
た
」
と
い
う
短
評
を
附
す
る
の
み
で
あ
る
。
数
百
種
に
及
ぶ
楽
府
よ
り
も
、
『
古
楽
府
』
で
顧
膜

が
後
補
し
た
「
西
湖
竹
枝
歌
」
「
漫
興
」
に
同
じ
程
度
に
言
及
す
る
。
ま
た
『
復
古
詩
集
』
の
中
で
も
、
楽
府
に
は
一
顧
だ
に
し
な
い
で
、
章

碗
が
師
の
意
に
そ
む
い
て
収
め
た
と
い
う
、
『
続
奄
集
』
の
み
を
引
く
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
こ
の
「
続
奮
集
」
を
扱
う
の
で
、
そ
の
大
概
を
知
る
た
め
に
も
、
吉
川
氏
の
鑑
賞
を
以
下
に
少
し
長
く
引
く
。

　
「
七
十
歳
を
過
ぎ
て
編
ま
れ
た
晩
年
の
詩
「
復
古
詩
集
」
六
巻
は
、
も
っ
と
も
大
胆
で
あ
る
。
唐
の
李
商
隠
の
恋
愛
詩
「
無
題
」
の
擬
作
、

　
ま
た
唐
の
さ
い
ご
の
詩
人
で
あ
る
韓
優
の
「
香
奮
集
」
に
な
ぞ
ら
え
た
七
言
律
詩
「
香
奮
八
題
」
、
七
言
絶
句
「
続
奮
集
二
十
詠
」
な
ど
、



　
し
ば
し
ば
若
い
女
性
の
エ
ロ
ス
を
、
題
材
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
め

　
「
続
奮
集
二
十
詠
」
の
二
っ
を
あ
げ
る
。
「
甲
を
染
む
」
マ
ニ
キ
ュ
ア
。

　
夜
揚
守
宮
金
鳳
蕊
　
夜
る
守
宮
と
金
鳳
の
蕊
を
揚
け
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
っ
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が

　
十
尖
尽
換
紅
驚
階
　
十
の
尖
　
尽
く
紅
き
鷲
の
曙
と
換
わ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ま
　
　
　
　
　
　
　
ひ

　
閑
来
一
曲
鼓
瑳
琴
　
閑
な
る
来
に
　
一
曲
　
瑠
の
琴
を
鼓
け
ば

　
数
点
桃
花
涯
流
水
　
数
点
の
桃
花
　
流
水
に
涯
ぶ

　
「
配
を
成
す
」
よ
る
の
よ
ろ
こ
び
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　
　
　
ぐ
ら

　
眉
山
暗
淡
向
残
燈
　
眉
の
山
の
暗
の
淡
く
残
ん
の
灯
に
向
こ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
げ
　
　
　
　
　
　
へ
り
　
　
ち

　
一
半
雲
髪
撤
枕
稜
　
一
半
の
雲
な
す
髪
　
枕
の
稜
に
撒
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
　
　
　
　
あ
で
や

　
四
体
着
人
嬬
欲
泣
　
四
つ
の
体
は
人
に
着
い
て
婚
か
に
泣
か
ん
と
欲
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ず
か
ら
も
　
　
　
く
だ
　
　
　
が
り
ょ
・
つ
り
ょ
・
つ

　
自
家
操
砕
研
糠
綾
　
自
家
操
み
砕
く
研
糠
綾

　
前
詩
の
「
守
宮
」
は
、
い
も
り
、
求
愛
の
ま
じ
な
い
と
な
る
小
動
物
。
そ
れ
と
金
鳳
の
花
の
し
べ
と
を
、
粉
に
つ
い
た
の
が
、
マ
ニ
キ
ュ

　
ア
の
材
料
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
も
常
識
の
か
き
ね
を
お
し
や
ぶ
っ
た
自
由
奔
放
の
詩
で
あ
る
。
蘇
較
を
中
心
と
す
る
北
宋
の
理
屈
っ
ぽ
い
ご
っ
ご
っ
し
た
詩
、
そ

　
れ
か
ら
の
離
脱
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
日
常
の
常
識
に
終
始
す
る
従
来
の
市
民
の
詩
か
ら
の
離
脱
で
あ
っ
た
。
」

　
こ
の
よ
う
に
、
『
香
奮
集
』
は
、
本
来
は
『
古
楽
府
』
の
附
録
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
量
の
楽
府
作
品
を
凌
駕
し
て
、
楊
維
槙

文
学
の
自
由
奔
放
性
を
代
表
す
る
、
主
役
に
近
い
地
位
を
か
ち
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
う
ら
が
え
せ
ば
、
旧
時
代
に
お
い
て
は
、

封
建
遣
徳
を
害
す
る
も
の
と
し
て
目
の
か
た
き
に
さ
れ
、
非
難
の
的
と
な
っ
て
い
た
。

　
明
人
陸
容
の
『
叔
園
雑
記
』
一
『
墨
海
金
壷
』
所
収
）
巻
九
に
は
、
『
香
奮
八
題
』
『
続
奮
集
』
が
、
楊
維
禎
の
真
作
に
か
か
る
こ
と
に
対
す
る

驚
き
と
不
快
感
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
み

　
「
楊
鉄
崖
は
、
国
初
名
は
東
南
に
重
し
。
従
い
て
遊
ぶ
者
は
、
極
め
て
其
れ
尊
信
す
。
其
の
『
正
統
辮
』
『
史
鐵
』
等
の
作
は
、
皆
善
き
已
。

楊
維
槙
『
続
奄
集
』
に
つ
い
て

七
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『
香
奮
』
『
続
奮
』
の
二
集
は
、
則
ち
皆
淫
嚢
の
詞
な
り
。
予
は
始
め
其
の
少
年
の
作
の
或
い
は
門
人
子
弟
の
濫
り
に
筆
録
を
為
す
に
出
づ

　
る
耳
な
る
か
を
疑
う
。
後
に
印
本
を
得
て
、
其
の
自
序
を
見
る
に
、
陶
元
亮
「
閑
情
」
を
賦
す
る
を
以
て
自
ら
附
す
る
に
至
る
。
乃
ち
其

　
の
素
よ
り
意
を
留
む
る
所
を
知
る
也
。
按
ず
る
に
『
閑
情
賦
』
に
云
え
る
有
り
、
「
蔓
草
の
会
を
為
す
を
尤
め
、
召
南
の
歌
を
余
す
を
謂

　
す
」
と
。
蓋
し
情
よ
り
発
し
て
礼
儀
に
止
ま
る
者
也
。
鉄
崖
の
作
は
、
此
を
去
る
こ
と
遠
し
夷
。
以
て
悦
と
為
さ
ず
、
而
し
て
之
を
以
て

　
自
ら
附
す
る
は
、
何
ぞ
其
の
惇
な
る
哉
。
『
香
奮
』
『
続
奮
』
は
惟
だ
昆
山
の
み
刻
本
有
り
、
後
に
楊
東
里
の
政
語
有
り
。
其
の
辞
気
を
玩

　
ぶ
は
、
断
じ
て
東
里
の
作
に
非
ず
、
蓋
し
事
を
好
む
者
其
の
名
を
盗
む
耳
。
此
を
記
し
て
以
て
知
る
者
を
侯
っ
」

　
序
の
な
い
『
香
奮
』
『
続
奄
』
二
集
や
単
行
本
の
よ
う
に
見
う
け
る
『
印
本
』
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
っ
ま
び
ら
か
に
し
得
な
い

が
、
『
正
統
辮
』
や
『
史
鐵
』
な
ど
堂
堂
た
る
士
大
夫
の
文
章
に
対
し
て
、
あ
ま
り
に
淫
嚢
な
詩
を
楊
維
禎
が
作
っ
た
こ
と
と
、
そ
の
公
刊

が
確
信
犯
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
慨
嘆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
の
ご
と
く
毅
誉
褒
既
が
は
げ
し
い
こ
と
は
、
逆
に
『
続
奮
』
等
が
、
楊
維
槙
の
固
性
を
極
立
た
せ
る
貴
重
な
作
品
で
あ
る
こ
と
を
証

す
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
重
大
な
陥
葬
が
存
す
る
こ
と
を
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
の
陥
葬
と
は
何
か
。
実
は
、
『
続
奮
集
』
の
う
ち
の
か
な
り
の
部
分
が
、
そ
の
も
と
と
な
っ
た
韓
優
の
『
香
奮
集
』
の
詩
を
、
ほ
と
ん

ど
そ
の
ま
ま
、
少
し
手
を
加
え
た
だ
け
の
も
の
で
占
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
全
く
同
じ
も
の
さ
え
あ
る
。
現
代
人
か
ら
み
れ
ば
、
盗
作
、

剰
窃
の
そ
し
り
は
ま
ぬ
か
れ
な
い
、
問
題
の
多
い
連
作
が
『
続
奮
集
』
な
の
で
あ
る
。

　
以
下
四
部
叢
刊
本
の
『
鉄
崖
先
生
古
楽
府
』
巻
十
六
、
す
な
わ
ち
『
復
古
詩
集
』
巻
六
所
収
の
『
続
奮
集
』
を
序
と
敬
を
含
め
て
全
文
引

用
し
、
句
読
を
施
す
。
字
句
に
問
題
の
あ
る
部
分
は
、
『
詩
集
』
に
よ
っ
て
訂
補
す
る
。
例
え
ば
、
「
飲
巾
」
を
「
奄
」
に
改
め
る
な
ど
、
俗
字

は
正
字
に
し
、
旧
漢
字
は
常
用
漢
字
体
に
変
え
た
。
そ
し
て
明
ら
か
に
『
香
奮
集
』
か
ら
の
「
剰
窃
」
と
い
え
る
詩
に
は
、
そ
の
詩
の
左
に

『
香
奄
集
』
の
原
詩
を
示
し
た
。
『
香
奮
集
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、
四
部
叢
刊
本
『
玉
山
樵
人
集
』
附
録
の
『
玉
山
樵
人
香
奄
集
』
に
依
っ
た
。

続
奮
集
井
序



　
　
陶
元
亮
賦
『
閑
情
』
、
出
替
御
之
辞
。
不
害
其
為
処
士
節
也
。
余
賦
韓
握
『
続
奄
』
、
亦
作
娼
麗
語
、
又
可
損
吾
鉄
石
心
也
哉
。
法
雲

　
　
道
人
勧
魯
直
勿
作
艶
歌
小
辞
。
魯
直
日
、
「
空
中
語
耳
、
不
致
坐
此
堕
落
悪
道
」
余
於
『
続
奮
』
亦
日
、
「
空
中
語
耳
」
不
料
為
万
口

　
　
播
伝
。
兵
火
後
、
龍
洲
生
尚
能
口
記
、
又
付
之
市
緯
、
梓
而
行
之
。
因
書
此
以
識
吾
過
。
時
遣
林
法
師
在
座
、
余
合
十
日
、
若
堕
悪

　
　
遣
、
請
師
機
悔
。
桃
花
夢
嬰
楊
維
禎
氏
自
序
。

　
続
奄
集
二
十
詠

　
　
学
琴

阿
瑛
胡
箭
不
足
伝
、
離
鷲
別
鵠
意
凄
然
。
請
郎
為
洗
箏
琵
耳
、
不
惜
為
郎
弾
絶
絃
。

　
　
学
書

歌
徹
陽
春
酒
半
醸
、
玉
尖
搦
管
藤
香
雲
。
新
詞
未
上
鴛
鴛
扇
、
酔
墨
先
汚
峡
蝶
楯
。

　
　
演
歌

鶯
鶯
舌
巧
言
猶
猿
、
字
字
使
君
親
口
教
。
今
日
金
銭
初
受
賞
、
愉
声
同
合
鳳
風
巣
。
（
笙
名
一

　
　
習
舞

十
六
天
魔
教
已
成
、
背
反
蓮
掌
苦
嫌
生
。
夜
深
不
管
俳
場
歌
、
尚
向
灯
前
賜
影
行
。

　
　
上
頭

新
年
穐
嚢
及
弊
期
、
雲
糖
盤
龍
一
把
糸
。
掩
鏡
問
人
人
尽
道
、
南
椀
北
嚢
総
相
宜
。

　
　
染
甲

夜
稿
守
宮
金
鳳
蕊
、
十
尖
尽
換
紅
鴉
曙
。
閑
来
一
曲
鼓
瑠
琴
、
数
点
桃
花
涯
流
水
。

　
　
照
画

画
得
崔
徽
巻
裏
人
、
菱
花
秋
水
脱
真
真
。
只
今
顔
色
澤
非
旧
、
焼
薬
繰
頭
過
一
春
。

　
　
理
繍

棟
得
金
針
出
象
筒
、
鴛
鴛
双
刺
扇
羅
中
。
却
噴
昨
夜
狸
奴
悪
、
孤
乱
金
床
五
色
絨
。

楊
維
槙
『
続
奮
集
』
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



　
　
出
浴

初
評
洗
花
難
抑
按
、
終
疑
沃
雪
不
勝
任
。
量
知
侍
女
簾
帷
外
、
剰
取
君
王
数
餅
金
。

　
　
『
香
奄
集
』
七
言
律
、
詠
浴
　
第
五
句
か
ら
第
八
句

　
　
初
似
洗
花
難
抑
按
、
終
憂
沃
雪
不
勝
任
。
量
知
侍
女
簾
帷
外
、
剰
取
君
王
幾
餅
金
。

　
　
甘
睡

漏
減
良
宵
昼
日
遅
、
困
人
天
気
酒
中
時
。
東
家
女
伴
太
嬬
劣
、
楡
解
楯
腰
寛
不
知
。

　
　
『
香
奄
集
』
四
言
古
、
春
昼
　
第
三
、
四
句

　
　
漏
減
遅
日
、
箭
減
良
宵
。

　
　
相
見

酎
凝
背
甲
玉
瑳
肩
、
只
評
紅
消
覆
白
蓮
。
底
事
太
陰
蔵
火
性
、
狂
夫
夜
夜
為
君
然
。

　
　
『
香
奄
集
』
七
言
律
、
偶
見
背
面
是
夕
兼
夢
第
一
、
二
句

　
　
酎
凝
背
甲
玉
瑳
肩
、
軽
薄
紅
消
覆
白
蓬
。

　
　
同
上
　
第
五
、
六
句

　
　
眼
波
向
我
無
端
艶
、
心
火
因
君
特
地
燃
。

　
　
相
思

深
情
長
是
暗
相
随
、
月
白
風
清
苦
苦
思
。
不
似
東
姑
痴
酔
酒
、
幕
天
席
地
了
無
知
。

　
　
『
香
奄
集
』
七
言
古
、
凋
恨

　
　
身
情
常
在
暗
相
随
、
生
醜
随
君
君
量
知
。
被
頭
不
暖
空
沽
涙
、
叙
股
欲
分
猶
半
疑
。

　
　
飲
酒
連
千
酔
、
席
地
幕
天
無
所
知
。

　
　
的
信

平
時
読
語
難
為
信
、
酔
後
懲
言
却
近
真
。
昨
夜
寄
将
双
豆
憲
、
始
知
的
的
為
東
隣

朗
月
清
風
難
便
意
、
詞
人
絶
色
多
傷
離
。

可
如



　
　
『
香
奄
集
』
五
言
排
律
無
題
三
首
其
一
　
第
七
、
八
句

　
　
吉
音
聞
詑
計
、
酔
語
近
天
真
。

　
　
同
上
　
第
二
十
七
、
二
十
八
句

　
　
手
持
双
童
憲
、
的
的
為
東
隣
。

　
　
私
会

月
落
花
陰
夜
漏
長
、
相
逢
疑
是
夢
高
唐
。
夜
深
楡
把
銀
釘
照
、
猶
恐
慈
奴
鰍
隙
光
。

　
　
成
配

眉
山
暗
淡
向
残
燈
、
一
半
雲
髪
散
枕
稜
。
四
体
着
人
嬬
欲
泣
、
自
家
操
弾
研
糠
綾
。

　
　
『
香
奮
集
』
七
言
絶
、
半
睡

　
　
眉
山
暗
淡
向
残
燈
、
一
半
雲
髪
墜
枕
稜
。
四
体
着
人
嬬
欲
泣
、
自
家
操
損
研
糠
綾
。

　
　
洗
児

曽
向
金
盆
弄
化
生
、
宝
珠
親
見
掌
中
撃
。
従
今
不
帯
宜
男
草
、
豆
憲
含
胎
恐
太
井
。

　
　
秋
千

斉
雲
楼
外
紅
絡
索
、
是
誰
飛
下
雲
中
仙
。
剛
風
吹
起
望
不
極
、
一
対
金
蓬
倒
挿
天
。

　
　
賜
掬

月
牙
東
勒
紅
繰
首
、
月
門
脱
落
葵
花
斗
。
君
看
脚
底
軟
金
蓬
、
細
蹴
花
心
寿
郎
酒
。

　
　
釣
魚

敵
針
作
釣
投
水
隅
、
量
図
口
味
階
王
余
。
鯉
魚
腹
裡
牽
芳
餌
、
万
一
行
人
有
素
書
。

　
　
走
馬

胡
奴
牽
来
檸
叱
援
、
軽
身
飛
上
電
一
抹
。
半
兜
玉
鐙
嚢
湘
楯
、
不
許
春
泥
汚
羅
襟
。

　
按
二
十
詠
中
、
前
刀
裁
香
奄
者
凡
四
章
。
浴
、
思
、
信
、
配
、
是
也
。
先
生
又
有
和
趨
八
節
使
七
言
八
句
二
十
題
、
尤
階
爽
於
粉
黛
莚
中
。

　
楊
維
槙
『
続
奄
集
』
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二



二
一

惜
逸
去
。
先
生
令
琉
補
逸
。
碗
何
敢
何
敢
。

至
正
甲
辰
夏
五
月
初
吉
、
龍
洲
生
章
碗
孟
文
謹
拝
手
政
。

　
序
の
「
楊
維
槙
氏
」
は
底
本
「
楊
禎
氏
」
に
作
る
。
『
詩
集
』
に
よ
っ
て
正
す
。
孫
小
力
氏
の
『
楊
維
禎
年
譜
』
一
復
旦
大
学
出
版
社
　
一

九
九
七
一
に
よ
れ
ば
、
「
槙
」
は
「
禎
」
に
作
る
の
が
正
し
い
ら
し
い
が
（
同
書
本
文
一
頁
一
、
今
通
行
の
宇
体
に
よ
っ
た
。
「
習
舞
」
詩
の

「
排
場
」
は
も
と
「
俳
場
」
に
作
る
が
、
『
詩
集
』
に
よ
っ
て
正
し
た
。
「
走
馬
」
詩
の
「
胡
奴
」
は
も
と
「
胡
倹
」
に
作
る
が
、
『
詩
集
』
に

よ
っ
て
正
し
た
。

　
こ
れ
ら
を
見
れ
ば
、
「
出
浴
」
詩
は
『
香
奮
集
』
の
「
詠
浴
」
詩
の
後
半
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
襲
っ
た
も
の
で
あ
り
、
吉
川
氏
も
引
い
た
、
「
成

配
」
に
至
っ
て
は
「
半
睡
」
詩
を
丸
ご
と
取
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
『
全
唐
詩
』
を
け
み
す
る
に
、
巻
六
百
八
十
三
所
収
の
「
詠
浴
」
の

「
幾
」
字
の
下
に
は
「
一
に
数
に
作
る
」
と
注
記
が
あ
り
、
巻
六
百
八
十
二
所
収
の
「
半
睡
」
詩
は
「
騎
」
字
を
「
嬬
」
に
作
り
、
「
損
」
字

の
下
に
は
コ
に
辞
に
作
る
」
と
注
記
が
あ
る
。
も
し
そ
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
を
楊
維
槙
が
見
て
い
た
と
す
れ
ば
、
殆
ん
ど
加
工
せ
ず
に
白

己
の
作
品
と
し
た
こ
と
に
な
る
。
他
の
『
香
奮
集
』
の
作
品
に
類
似
し
た
詩
も
、
「
甘
睡
」
は
ま
だ
し
も
換
骨
脱
胎
の
気
味
が
感
じ
ら
れ
る

が
、
他
の
作
品
は
典
故
と
し
て
用
い
た
と
は
と
て
も
い
え
な
い
。
一
句
丸
写
し
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
以
上
の
こ
と
は
、
章
碗
の
敗
の
「
按
ず
る
に
二
十
詠
中
、
香
奮
を
前
刀
裁
す
る
者
は
凡
そ
四
章
、
一
出
）
浴
、
（
相
）
思
、
（
的
一
信
、

一
成
一
配
は
是
な
り
」
を
読
め
ば
容
易
に
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
政
語
を
見
逃
し
た
か
、
蹴
の
欠
け
た
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
た
た
め
に
、

歴
代
の
許
家
の
誤
解
は
生
じ
た
の
で
あ
る
。

　
先
に
引
用
し
た
陸
容
は
気
づ
か
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
み
が
、
『
続
奄
集
』
二
十
首
中
に
韓
優
の
香
奮
詩
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
つ
と

に
先
人
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
明
の
大
詩
人
李
東
陽
は
そ
の
著
『
麓
堂
詩
話
』
一
『
知
不
足
斎
叢
書
』
第
三
集
所
収
一
で
い
う
。

　
「
コ
兀
詩
体
要
』
は
楊
廉
夫
の
「
香
奮
絶
句
」
を
載
す
。
極
め
て
郡
嚢
な
る
者
有
る
は
、
乃
ち
韓
致
光
の
詩
也
」

　
『
元
詩
体
要
』
は
元
詩
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
、
『
文
淵
閤
四
庫
全
書
』
に
収
め
ら
れ
、
ま
さ
に
、
「
続
奮
集
」
の
詩
を
政
ぬ
き
で
載
せ
て
い

る
。
『
元
詩
体
要
』
は
気
づ
か
な
か
っ
た
が
、
李
東
陽
は
さ
す
が
に
韓
渥
の
詩
が
ま
じ
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
「
極
め
て
郡
嚢



な
る
者
」
は
、
や
は
り
「
成
配
」
の
詩
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
ら
の
詩
は
、
顧
嗣
立
の
『
元
詩
選
』
も
用
心
深
く
収
録
を
避
け
て
い
る
。
（
中
華
書
局
『
元
詩
選
』
初
集
下
　
二
〇
〇
九
頁
）
さ
れ

ど
も
、
こ
の
こ
と
が
気
づ
か
れ
ぬ
ま
ま
に
、
歴
代
『
続
奮
集
』
は
評
価
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
『
復
古
詩
集
』
の
末
尾
に
あ
る
明
人
楊
士

奇
の
「
敬
復
古
詩
集
後
」
に
も
い
う
。

　
「
余
は
又
『
復
古
詩
集
』
を
見
る
に
、
其
の
「
琴
操
」
を
読
め
ば
退
之
に
譲
ら
ず
、
其
の
「
宮
詩
」
は
王
建
に
譲
ら
ず
、
其
の
「
古
楽
府
」

　
は
二
李
に
譲
ら
ず
、
其
の
「
漫
興
」
、
「
冶
春
」
、
「
遊
仙
」
等
の
題
は
、
景
に
即
い
て
韻
を
成
す
、
老
杜
を
し
て
復
た
生
ま
れ
使
む
る
も
、

　
是
に
過
ぎ
ざ
る
也
。
而
し
て
「
香
奮
」
諸
作
は
、
尤
も
娼
麗
に
し
て
俊
逸
、
真
に
天
仙
の
語
な
り
。
此
を
読
み
て
而
し
て
其
の
他
の
能
く

　
　
　
　
お
お
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

　
す
る
所
は
概
ね
見
る
可
し
。
窃
か
に
恨
む
ら
く
は
生
ま
る
る
こ
と
晩
く
し
て
杖
履
を
撰
っ
て
後
に
従
う
を
得
ざ
る
こ
と
也
」

「
香
奄
」
諸
作
を
以
て
他
を
お
し
は
か
れ
る
と
い
う
ま
で
に
評
価
が
高
い
。
明
の
評
家
胡
応
麟
も
そ
の
著
『
詩
薮
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
　
一

九
七
九
　
外
篇
巻
六
　
元
　
二
四
一
頁
一
で
評
す
る
。

　
「
楊
廉
夫
は
勝
国
の
末
一
時
に
領
袖
た
り
、
其
の
才
は
縦
横
豪
麗
、
盲
旦
に
作
者
た
る
に
堪
う
。
而
し
て
魂
奇
を
耽
嗜
し
、
椅
藻
に
沈
愉
す
。

　
復
た
葛
を
含
み
賀
を
吐
く
と
難
も
、
要
す
る
に
全
盛
の
典
刑
に
非
ず
。
他
の
楽
府
小
詩
、
香
奮
近
体
に
至
り
て
は
俊
逸
濃
爽
、
神
助
有
る

　
が
如
し
。
余
は
読
む
毎
に
、
未
だ
嘗
て
其
の
大
器
小
成
な
る
を
惜
し
ま
ず
ん
ば
あ
ら
ざ
る
也
」

　
楊
維
槙
が
「
香
奄
近
体
」
に
し
か
才
能
を
発
揮
で
き
な
い
の
を
残
念
が
る
と
と
も
に
、
楊
維
禎
と
し
て
は
温
庭
簿
や
李
賀
の
伝
統
を
継
い

で
い
る
と
自
負
し
た
の
で
あ
ろ
う
雄
大
な
古
楽
府
よ
り
も
、
そ
れ
ら
小
品
の
方
が
ず
っ
と
価
値
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
『
香
奄
集
』
に
韓
優
の
作
品
や
模
放
乍
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
続
奮
集
』
に
対
す
る
歴
代
の
肯
定
、
否
定
の
評

価
は
全
て
無
意
味
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
他
人
の
作
品
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
楊
維
槙
の
気
質
に
ぴ
っ
た
り
で
あ
っ
た
か
ら
選
ば
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
欺
か
れ
た
と
は
い
え
、
や
は

り
楊
維
槙
が
何
者
で
あ
る
か
と
い
う
批
評
の
有
効
性
は
失
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
考
え
方
も
成
り
立
っ
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
今
は
結
論
を
い

そ
が
ず
に
、
な
ぜ
楊
維
槙
が
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
か
、
順
序
だ
て
て
解
呵
す
る
努
力
を
し
て
み
よ
う
。

楊
維
槙
『
続
奮
集
』
に
つ
い
て

二
二
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中
国
の
文
学
は
、
先
人
の
作
品
を
意
識
し
な
い
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ま
し
て
『
続
奄
集
』
と
名
づ
け
た
以
上
は
、
『
香
奮
集
』
の
影

響
を
う
け
ぬ
わ
け
が
な
い
。
た
だ
こ
の
よ
う
な
場
合
同
じ
題
材
に
っ
い
て
、
別
の
視
点
か
ら
な
が
め
た
り
、
表
現
上
の
技
巧
を
凝
ら
し
て
、

と
に
も
か
く
に
も
新
奇
な
趣
好
を
目
指
す
の
が
通
例
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
上
頭
」
詩
の
も
と
と
な
っ
た
。
『
香
奄
集
』
の
詩
は
、
次
の
七
言

絶
の
「
新
上
頭
」
で
あ
ろ
う
。

　
「
学
椀
蝉
髪
試
新
楯
、
消
息
圭
期
在
此
春
。
為
要
好
多
心
転
惑
、
遍
将
宜
称
問
傍
人
」

　
「
遍
く
称
う
に
宜
し
き
か
を
将
て
傍
人
に
問
う
」
の
部
分
を
も
と
に
、
楊
維
槙
は
「
鏡
を
掩
い
て
人
に
問
え
ば
人
尽
く
道
う
、
南
杭
北
嚢

総
て
相
い
宜
し
」
を
作
っ
た
に
は
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、
女
性
と
そ
の
ま
わ
り
の
人
と
の
対
話
の
趣
好
に
変
え
て
、
生
き
生
き
と
し
た
闇

達
な
印
象
を
与
え
て
い
る
。
最
後
の
句
は
も
ち
ろ
ん
蘇
較
の
「
淡
粧
濃
沫
総
相
宜
」
（
「
飯
湖
上
初
晴
後
雨
」
一
を
用
い
る
が
、
こ
こ
ま
で
加
工

を
し
、
ち
が
う
状
況
下
に
組
み
込
め
ば
、
決
し
て
劉
窃
の
そ
し
り
を
被
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
「
秋
千
」
詩
も
『
香
奮
集
』
の
七
言
絶

「
偶
見
」
詩
、

　
「
轍
軽
打
困
解
羅
楯
、
指
点
醍
醐
索
一
尊
。
見
客
入
来
和
笑
走
、
手
瑳
梅
子
映
中
門
」

を
意
識
す
る
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
女
性
の
あ
ら
れ
も
な
い
姿
を
窃
視
す
る
点
は
共
通
す
る
が
、
彼
は
ブ
ラ
ン
コ
に
乗
り
く
た
び
れ
た
後
、

此
は
ブ
ラ
ン
コ
に
乗
っ
て
い
る
最
中
で
あ
り
、
し
か
も
字
句
は
全
然
一
致
し
な
い
。
そ
し
て
、
「
一
対
の
金
蓬
は
倒
ま
に
天
に
挿
す
」
な
ど

は
、
い
か
に
も
楊
維
槙
ら
し
い
、
新
奇
な
人
を
驚
か
せ
る
表
現
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
も
と
の
作
品
を
換
骨
脱
胎
す
る
力
量
は
、
な
み
な
み
な

ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
な
ぜ
「
成
配
」
詩
な
ど
も
と
の
詩
を
そ
の
ま
ま
使
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
あ
え
て
し
た
の
か
、
疑
問

は
い
っ
そ
う
つ
の
る
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
楊
維
槙
の
生
涯
や
文
学
観
に
お
い
て
、
『
続
奮
集
』
が
い
か
な
る
位
置
づ
け
を
さ
れ
て
い
る
か
を
考
え
て
い
き
た
い
。

　
楊
維
槙
に
お
い
て
は
、
少
く
と
も
表
向
き
は
、
近
体
詩
は
古
楽
府
に
対
し
て
、
傍
流
で
あ
っ
た
。
五
言
絶
句
と
い
う
形
式
は
同
じ
で
も
、

楽
府
題
の
も
の
は
、
お
の
づ
か
ら
別
の
態
度
を
も
っ
て
臨
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
『
復
古
詩
集
』
巻
三
一
『
古
楽
府
』
巻
十
三
一
の
白
頭
吟

を
は
じ
め
と
す
る
恋
愛
を
扱
う
『
香
閨
詩
』
の
古
楽
府
に
冠
す
る
章
琉
の
識
語
に
い
う
。



　
「
先
生
自
ら
謂
う
。
余
の
二
十
字
の
香
閨
詩
は
乃
ち
是
れ
古
楽
府
の
辞
な
り
。
情
を
発
し
義
に
止
ま
る
の
化
也
。
例
し
て
艶
歌
小
詞
を
以

　
て
之
を
目
す
可
か
ら
ず
。
風
雅
の
目
を
具
う
る
者
は
当
に
自
ら
玉
台
香
奄
の
外
に
得
べ
き
也
」

　
楊
維
槙
は
、
こ
の
五
絶
の
楽
府
に
絶
対
の
自
信
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
、
『
復
古
詩
集
』
巻
二
（
『
古
楽
府
』
巻
十
二
）
に
、
や
は
り
章
琉

の
識
語
が
あ
っ
て
い
う
。

　
「
先
生
自
ら
言
う
。
予
は
三
体
を
用
い
て
史
を
詠
む
。
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
る
こ
と
易
し
。
吾
が
門
の
章
木
之
を
能
く
す
。
古
楽
府
は
到
る
こ
と
易
か
ら
ず
。
吾
が
門
の
張

　
憲
之
を
能
く
す
。
小
楽
府
に
至
り
て
は
；
二
子
能
く
せ
ず
、
惟
だ
吾
の
み
之
を
能
く
す
。
故
に
五
峰
の
李
著
作
推
し
て
詠
史
の
上
手
と
為

　
す
と
云
う
」

　
古
楽
府
小
絶
句
体
に
対
す
る
自
信
は
、
彼
が
孜
孜
と
し
て
情
熱
を
注
い
で
き
た
長
編
の
古
楽
府
体
に
対
す
る
そ
れ
を
凌
駕
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
筆
者
は
、
楊
維
槙
が
表
面
で
は
古
楽
府
を
標
樗
し
、
香
奮
体
を
お
と
し
め
て
い
な
が
ら
、
実
は
香
奄
体
に
対
す
る

嗜
好
が
見
え
隠
れ
す
る
の
を
感
じ
る
。
「
古
楽
府
小
絶
句
」
の
半
数
は
「
詠
史
」
で
あ
っ
た
が
、
半
数
は
、
恋
愛
の
情
熱
を
う
た
う
「
香
閨

詩
」
な
の
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
、
楊
維
槙
の
文
学
的
な
出
発
点
は
、
『
復
古
詩
集
』
巻
四
（
『
古
楽
府
』
巻
十
四
）
所
収
の
『
宮
詞
』
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
白
序
に
い
う
。

　
「
宮
詞
は
諸
家
の
大
香
奄
也
。
村
学
究
の
語
を
詐
さ
ず
。
本
朝
の
宮
詞
を
為
る
者
は
多
し
夷
。
或
い
は
典
故
を
用
い
る
に
拘
わ
り
、
又
或

　
い
は
国
語
を
用
い
る
に
拘
わ
る
。
皆
詩
体
を
損
す
。
天
暦
の
間
、
余
の
同
年
の
薩
天
錫
は
善
く
宮
詞
を
為
る
。
且
っ
余
に
什
を
和
す
る
を

　
索
む
。
通
じ
て
二
十
章
を
和
す
。
今
十
二
章
を
存
す
」

　
大
都
に
赴
い
て
進
士
の
第
に
登
り
、
故
郷
に
帰
っ
た
天
暦
元
年
（
二
二
二
八
）
前
後
一
『
楊
維
禎
年
譜
』
五
十
五
頁
に
よ
る
一
、
同
年
の
進

士
薩
都
刺
と
宮
詞
を
作
り
あ
い
、
世
評
を
に
ぎ
わ
せ
た
。
楊
維
槙
は
「
宮
詞
」
を
「
大
香
奄
」
と
規
定
し
、
た
け
た
か
い
作
風
を
め
ざ
す
と

と
も
に
、
こ
だ
わ
り
を
捨
て
た
自
由
な
用
語
を
主
張
す
る
。

　
一
方
で
「
村
学
究
」
の
語
を
許
さ
ぬ
よ
う
な
高
級
な
文
学
観
を
主
張
し
な
が
ら
、
他
方
は
と
ら
わ
れ
の
な
い
自
由
な
文
学
観
を
標
樗
す
る
。

　
　
楊
維
槙
『
続
奮
集
』
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
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こ
の
相
反
す
る
二
っ
の
潮
流
が
彼
の
文
学
的
人
生
を
貫
く
。
二
っ
の
潮
流
の
一
方
は
古
楽
府
の
多
量
の
制
作
に
向
か
い
、
他
方
は
『
続
奮
集
』

に
向
か
い
、
更
に
晩
年
の
『
香
奮
八
題
』
に
向
か
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
著
名
な
『
西
湖
竹
枝
歌
』
一
『
古
楽
府
』
巻
十
）
も
後
者
の
流
れ
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
し
、
古
楽
府
の
中
で
も
、
先
に
挙
げ
た
『
香
閨
詩
』
は
、
楊
維
槙
の
否
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
流
れ
の
一
支
流
と
見
な

し
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
「
大
香
奮
」
た
る
宮
詩
に
し
て
既
に
通
俗
的
な
雰
囲
気
が
強
い
も
の
で
あ
る
が
、
「
香
奄
」
た
る
『
続
奮
集
』
は
な
お
さ
ら
下
品
な
ま
で
に

俗
に
傾
く
。
そ
の
大
き
な
理
由
は
や
は
り
場
と
題
材
に
よ
る
面
が
大
き
い
。
こ
の
場
と
題
材
に
っ
い
て
は
、
晩
年
の
『
香
奄
八
題
』
が
参
考

と
な
る
。
そ
の
序
に
い
う
。

　
「
雲
間
詩
社
の
香
奮
八
題
は
春
坊
の
才
情
無
き
者
は
多
く
題
の
為
に
困
せ
所
る
。
縦
い
篇
什
有
る
も
、
正
に
三
家
村
の
婦
の
宮
粧
院
体
を

　
学
び
、
終
い
に
郡
状
を
帯
ぶ
る
が
如
く
し
て
、
醜
む
可
き
也
」

　
「
雲
間
詩
社
」
な
る
松
江
（
雲
間
）
の
詩
社
が
恐
ら
く
楊
維
槙
の
助
言
に
よ
っ
て
香
奮
関
係
の
八
題
を
出
し
て
、
詩
を
集
め
た
が
、
良
い

作
が
集
ま
ら
な
か
っ
た
。
次
の
「
三
家
村
の
婦
」
の
比
瞼
は
、
「
宮
詞
」
序
の
「
村
学
究
の
語
を
用
い
る
を
許
さ
ず
」
を
想
起
さ
せ
る
。
通

俗
的
な
作
晶
で
も
雅
な
る
も
の
を
求
め
る
こ
と
は
、
生
涯
一
貫
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
続
い
て
い
う
。

　
「
晩
く
玉
楼
子
の
八
作
を
得
た
り
。
衆
推
し
て
甲
と
為
す
。
而
し
て
長
短
句
の
楽
府
は
、
絶
え
て
拮
り
出
だ
す
可
き
者
無
し
。
雲
庵
先
生
、

　
寄
せ
て
踏
渉
行
八
関
を
示
す
。
之
を
読
み
て
驚
喜
す
。
先
生
は
蓋
し
松
雪
翁
の
門
人
（
人
は
も
と
「
情
」
に
つ
く
る
。
今
『
詩
集
』
に
よ
つ

　
て
正
す
）
な
り
。
今
年
八
十
有
三
な
り
夷
。
而
し
て
堅
強
清
爽
、
語
を
出
す
こ
と
娼
麗
流
便
な
り
。
此
れ
殆
ん
ど
雪
月
中
の
神
仙
人
也
。

　
謹
ん
で
以
て
翠
児
に
付
し
、
腔
を
度
し
て
之
を
歌
わ
し
む
。
又
評
し
て
龍
洲
生
に
付
し
八
詠
詩
を
附
し
て
後
に
緩
梓
せ
し
む
。
以
て
王
孫

　
の
門
中
、
旧
時
の
月
色
は
、
喪
乱
を
閲
す
る
と
難
も
、
固
よ
り
着
が
無
き
を
見
め
す
也
。
」

　
雲
庵
先
生
は
、
後
の
記
述
よ
り
王
徳
麓
と
い
う
人
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
踏
渉
行
詞
を
得
て
喜
び
、
自
分
も
ま
け
じ
と
七
律
の
詩

を
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
気
を
つ
け
た
い
の
は
、
曲
を
つ
け
て
翠
児
な
る
お
そ
ら
く
歌
妓
に
う
た
わ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
酒
宴
の
助
興

と
し
て
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
『
続
奄
集
』
に
も
該
当
し
よ
う
。
そ
し
て
歌
い
手
だ
け
で
な
く
題
材
に
っ
い
て
も
、
韓
握
の



「
香
奮
集
」
が
、
ま
た
楊
維
槙
自
身
の
作
の
『
宮
詞
』
が
、
宮
中
の
女
性
を
描
写
す
る
の
に
対
し
て
、
『
続
奮
集
』
や
『
香
奄
八
題
』
は
一
見

宮
中
の
女
性
を
思
わ
せ
る
雅
な
雰
囲
気
を
た
だ
よ
わ
せ
な
が
ら
も
、
や
は
り
妓
女
を
直
接
の
素
材
と
し
て
、
官
能
の
享
受
を
し
て
い
る
と
お

ぼ
し
い
。
『
続
奮
集
』
の
「
演
歌
」
「
習
舞
」
詩
は
、
描
写
の
対
象
が
歌
妓
、
舞
妓
で
あ
る
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。

　
『
香
奮
八
題
』
に
っ
い
て
は
、
嬰
右
の
『
帰
田
詩
話
』
（
『
知
不
足
斎
叢
書
』
第
三
冊
所
収
一
に
次
の
よ
う
な
挿
話
を
挙
げ
る
。

　
「
楊
廉
夫
は
晩
年
松
江
に
居
る
。
四
妾
有
り
、
竹
枝
、
柳
枝
、
桃
花
、
杏
花
、
皆
声
楽
を
能
く
す
。
大
画
紡
に
乗
っ
て
、
意
の
之
く
所
を

　
悉
ま
に
す
。
豪
門
巨
室
は
、
争
い
て
相
い
迎
致
す
。
時
人
に
詩
有
り
て
云
う
、
「
竹
枝
柳
枝
桃
杏
花
、
吹
弾
歌
舞
し
て
琵
琶
を
援
く
。
可

　
憐
な
り
一
解
に
し
て
楊
夫
子
は
、
変
じ
て
江
南
散
楽
家
と
作
る
」
或
い
は
杭
を
過
ぎ
れ
ば
、
必
ず
予
が
叔
祖
を
訪
ぬ
。
云
桂
堂
に
宴
飲
し

　
て
、
留
連
日
を
累
ぬ
。
嘗
て
『
香
奮
八
題
』
を
以
て
示
さ
見
。
予
は
其
の
体
に
依
っ
て
、
八
詩
を
作
り
て
以
て
呈
す
。
稿
は
家
集
の
中
に

　
附
し
た
る
も
、
之
を
忘
る
る
こ
と
久
し
実
。
今
尚
お
数
聯
を
記
す
。
（
以
下
自
作
を
引
く
）
廉
夫
は
称
賞
を
加
え
、
叔
祖
に
謂
い
て
伝
え

　
ら
く
、
此
は
君
が
家
の
千
里
の
駒
也
と
。
因
り
て
「
軽
」
「
杯
」
を
以
て
題
を
命
ず
。
予
は
「
沁
園
春
」
を
制
し
て
以
て
呈
す
。
大
い
に
喜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
ぐ

　
び
、
即
ち
侍
妓
に
命
じ
て
歌
い
て
酒
を
行
ら
し
む
。
詞
に
云
う
、
一
以
下
自
作
を
引
く
）
歓
飲
し
て
而
し
て
罷
み
、
其
の
稿
を
袖
に
し
て

　
而
し
て
去
る
」

　
ま
ず
、
周
囲
に
「
声
楽
を
能
く
す
る
」
妾
や
歌
妓
が
い
た
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
の
場
合
も
気
に
い
っ
た
詩
詞
を
歌
に
の
せ
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
宴
会
で
応
酬
を
た
の
し
む
素
材
と
し
て
、
「
香
奮
八
題
」
を
常
に
持
参
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
も
わ
か
る
。

　
歌
妓
の
い
る
宴
会
、
『
続
奮
集
』
も
こ
の
よ
う
な
場
に
ふ
さ
わ
し
い
作
品
と
し
て
制
作
さ
れ
た
。
お
の
ず
か
ら
、
書
斎
で
作
っ
た
詩
と
は
、

対
す
る
態
度
が
ち
が
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
種
の
詩
で
ま
ず
何
よ
り
も
重
要
な
の
は
、
即
興
性
で
あ
ろ
う
。
宴
会
の
そ
の
場
の
雰
囲
気
に
ふ
さ
わ
し
い
詩
を
時
を
の
が
さ
ず
作
ら

ね
ば
な
ら
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
時
間
を
か
け
て
作
っ
た
詩
の
重
厚
さ
は
望
む
べ
く
も
な
い
。
ま
た
前
人
の
句
も
そ
の
場
に
ぴ
っ
た
り
で
あ
れ

ば
使
う
の
も
た
め
ら
う
ま
い
。
か
よ
う
に
安
易
な
態
度
に
流
れ
る
恐
れ
は
あ
ろ
う
が
、
そ
の
場
か
ぎ
り
の
一
回
性
に
賭
け
る
こ
と
は
、
あ
る

種
の
快
い
緊
張
を
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
い
か
。

楊
維
槙
『
続
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い
て
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一
八

　
『
続
奮
集
』
の
序
に
あ
る
法
雲
道
人
と
黄
庭
堅
魯
直
の
間
の
故
事
は
、
『
冷
斎
夜
話
』
（
釈
恵
洪
編
『
筆
記
小
説
大
観
』
第
八
冊
所
収
、
江
蘇

広
陵
古
籍
刻
印
社
　
一
九
八
三
）
に
よ
る
が
、
こ
の
話
に
は
続
き
が
あ
る
。

　
「
法
雲
秀
関
西
は
鉄
面
に
し
て
厳
冷
、
能
く
理
を
以
て
人
を
折
る
。
魯
直
名
は
天
下
に
重
く
、
詩
詞
一
た
び
出
ず
る
や
、
人
争
い
て
之
を

　
伝
う
。
師
嘗
て
魯
直
に
謂
い
て
日
く
、
詩
は
多
く
作
る
は
害
無
し
、
艶
歌
小
詞
は
之
を
罷
む
可
し
。
魯
直
笑
い
て
日
く
、
空
中
の
語
な
る

　
耳
。
殺
す
に
非
ず
楡
む
に
非
ず
、
終
い
に
此
に
坐
り
て
悪
道
に
堕
す
る
に
至
ら
ず
と
。
師
日
く
、
若
し
邪
言
を
以
て
人
の
淫
心
を
蕩
か
せ

　
ば
、
彼
を
し
て
礼
を
遼
え
禁
を
越
え
し
め
、
罪
悪
の
由
と
為
す
。
吾
恐
る
ら
く
は
止
だ
に
悪
道
に
堕
す
る
而
已
に
非
ざ
ら
ん
と
。
魯
直
之

　
に
頷
き
、
是
れ
自
り
復
た
と
詞
曲
を
作
ら
ず
」

　
黄
庭
堅
は
、
「
空
中
の
語
な
る
耳
」
と
開
き
直
っ
て
終
わ
っ
た
の
で
は
な
く
、
法
雲
の
さ
ら
な
る
戒
め
に
応
じ
て
っ
い
に
艶
歌
小
詞
の
制

作
を
や
め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
楊
維
槙
も
、
そ
の
講
諺
的
な
口
調
か
ら
み
る
と
、
特
殊
な
気
持
な
ど
な
く
、
単
に
開
き
直
っ
て
い
る
だ

け
の
如
く
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、
一
度
は
い
た
ず
ら
を
し
て
み
た
が
、
も
う
こ
れ
っ
き
り
だ
と
い
う
気
味
も
感
じ
ら
れ
る
。
む
ろ

ん
、
結
局
は
晩
年
ま
で
こ
の
種
の
詩
を
作
り
続
け
た
の
で
あ
る
が
。
「
其
の
処
士
の
節
を
害
す
」
と
み
な
さ
れ
る
危
険
を
冒
す
の
は
、
こ
の

一
度
き
り
だ
と
い
う
一
回
性
の
緊
張
は
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
一
時
の
快
楽
を
最
高
点
得
ら
れ
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
っ
て
、

後
世
に
残
そ
う
と
す
る
こ
と
は
存
外
で
あ
っ
た
し
、
そ
う
考
え
る
こ
と
は
彼
に
と
っ
て
興
を
そ
ぐ
こ
と
は
な
は
だ
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一

回
性
と
は
い
え
、
む
ろ
ん
何
回
か
の
宴
席
で
使
い
回
し
、
推
稿
を
重
ね
て
い
っ
た
ろ
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
そ
れ
で
も
一
回
ご
と
の

い
わ
ば
「
公
演
」
に
、
こ
れ
っ
き
り
で
あ
る
と
い
う
緊
張
感
を
や
は
り
も
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
宴
席
で
満
座
の
拍
手
喝
釆
を
か
ち
と
る
た
め
に
は
、
内
容
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
妓
女
達
に
歌
わ
せ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
音
律
上
の

効
果
に
も
気
を
つ
か
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
『
続
奄
集
』
に
つ
い
て
い
え
ば
、
灰
声
韻
の
詩
が
「
染
甲
」
「
賜
陶
」
の
二
首
ほ
ど
あ
る
が
、

平
灰
を
全
体
と
し
て
は
か
な
り
守
っ
て
い
る
。
古
楽
府
の
作
品
ほ
ど
自
由
奔
放
で
な
く
、
ま
た
知
識
人
同
士
の
詩
文
の
応
酬
を
前
提
と
す
る
、

そ
の
意
味
で
は
堅
苦
し
さ
も
あ
る
『
宮
詞
』
や
『
香
奮
八
題
』
が
近
体
詩
の
規
格
を
守
る
ほ
ど
厳
格
で
は
な
い
。
雅
、
俗
を
ほ
ど
ほ
ど
に
ま

じ
え
た
気
味
が
感
じ
ら
れ
る
。
平
灰
を
守
る
こ
と
は
歌
い
や
す
さ
も
考
慮
し
た
で
あ
ろ
う
。



　
こ
の
平
灰
よ
り
も
筆
者
が
注
目
し
た
い
の
は
、
一
句
七
字
の
中
の
構
造
で
あ
る
。
四
字
プ
ラ
ス
三
字
の
通
常
の
形
を
大
半
は
守
る
の
で
あ

る
が
、
二
字
プ
ラ
ス
五
字
の
も
の
が
目
立
つ
。
こ
と
に
、
韓
優
の
「
詠
浴
」
の
後
半
の
み
を
切
り
取
っ
た
「
出
浴
」
は
「
初
評
　
洗
花
難
抑

按
」
の
ご
と
く
、
こ
の
構
造
が
全
句
に
わ
た
っ
て
い
る
。
「
的
信
」
に
至
っ
て
は
、
も
と
に
な
っ
た
「
無
題
」
が
五
言
な
の
で
、
墾
二
、
四

句
は
そ
の
ま
ま
に
二
字
を
冠
し
て
、
二
字
プ
ラ
ス
五
字
の
構
造
に
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
も
歌
に
の
せ
た
時
の
何
ら
か
の
効
果
を
期
待
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
旦
一
体
的
に
ど
の
よ
う
な
効
果
を
あ
げ
た
か
を
分

析
す
る
能
力
が
筆
者
に
は
な
い
が
、
例
え
ば
曲
に
お
け
る
襯
字
の
よ
う
に
、
最
初
の
二
字
を
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
の
せ
な
い
で
早
口
で
発
し
た

後
、
ゆ
る
や
か
に
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
の
せ
て
後
の
五
字
を
歌
う
と
い
う
よ
う
な
、
独
得
の
調
子
を
与
え
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
歌
い
方
に
よ
っ
て
、
詩
の
印
象
は
極
端
に
か
わ
っ
た
も
の
と
な
る
。
「
成
配
」
が
丸
う
つ
し
に
し
た
原
詩
は
「
半
睡
」
と
題
す
る
。
題
を

変
え
る
と
と
も
に
、
歌
い
方
も
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
合
わ
せ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
こ
に
創
意
工
夫
が
あ
る
の
で
あ
り
、
盗
作
と
い

う
言
葉
で
全
面
否
定
出
来
な
い
面
白
さ
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
以
上
は
、
本
で
読
ん
だ
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
、
聴
覚
的
効
果
に
つ
い
て
の
私
見
を
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
視
覚
的
効
果
に
つ
い
て

も
、
『
続
奄
集
』
は
注
意
が
ゆ
き
と
ど
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
一
回
限
り
の
宴
席
で
と
に
か
く
客
に
喜
ば
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
む
ず
か
し
い
長
い
詩
を
作
ら
れ
る
と
、
沈
思
黙
考
す
る
た
び
に
興
が
そ
が
れ

て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
に
七
言
絶
句
と
い
う
、
短
く
、
理
窟
を
詠
う
こ
と
の
少
な
い
形
式
が
ま
ず
適
っ
て
い
る
。
そ
し
て
聞
い
て
瞬
時
に
視

覚
的
イ
メ
ー
ジ
が
眼
前
に
湧
き
出
で
る
よ
う
に
工
夫
し
て
作
っ
て
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
『
香
奮
体
』
は
窃
視
の
快
楽
と
切
り
離
せ
な
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
窃
視
の
赴
く
と
こ
ろ
が
よ
り
微
細
で
あ
る
。
「
秋

千
」
詩
の
「
一
対
の
金
蓬
倒
し
ま
に
天
に
挿
す
」
や
「
賜
蹄
」
詩
の
「
君
看
よ
脚
底
の
軟
金
蓬
、
細
か
く
花
心
を
蹴
っ
て
郎
に
酒
を
寿
く
」

な
ど
は
、
足
に
対
す
る
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
感
じ
さ
せ
る
が
、
ま
た
拡
大
図
の
よ
う
な
明
確
な
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
。
『
香
奄
集
』
を

コ
ピ
ー
し
た
句
も
、
「
出
浴
」
は
窃
視
の
行
為
そ
の
も
の
を
あ
っ
か
う
し
、
「
成
配
」
は
、
前
半
は
う
す
く
ら
や
み
の
ぼ
ん
や
り
と
し
た
光
景

か
も
知
れ
な
い
が
、
後
半
に
な
っ
て
細
か
な
は
っ
き
り
と
さ
せ
る
視
線
が
感
じ
ら
れ
る
。

楊
維
槙
『
続
奄
集
』
に
つ
い
て

一
九



二
〇

　
そ
し
て
、
そ
の
視
覚
的
イ
メ
i
ジ
は
彩
色
性
に
富
ん
で
い
て
刺
激
が
強
い
。
「
染
甲
」
は
、
前
半
で
「
十
尖
尽
く
換
わ
る
紅
鴉
の
曙
」
と

っ
め
の
紅
い
イ
メ
ー
ジ
を
聞
き
手
に
植
え
っ
け
て
お
き
、
更
に
末
句
で
「
数
点
の
桃
花
は
流
れ
に
活
ぶ
」
と
紅
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
て
い
く
。

「
理
矯
」
の
「
却
っ
て
瞑
る
昨
夜
狸
奴
の
悪
し
く
し
て
、
孤
乱
す
金
床
五
色
の
絨
」
は
最
も
い
ろ
ど
り
あ
ざ
や
か
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
る
も
の
を
凌
駕
し
て
、
何
よ
り
も
視
覚
的
効
果
を
強
烈
に
与
え
る
の
は
、
聞
き
手
の
眼
前
で
、

こ
の
詩
を
唱
っ
て
い
る
妓
女
の
姿
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
妓
女
の
存
在
を
ぬ
き
に
し
て
、
『
続
奮
集
』
は
論
ぜ
ら
れ
ま
い
。
そ
の
視

点
で
、
『
続
奮
集
』
を
読
み
返
せ
ば
、
ま
ず
「
学
琴
」
詩
か
ら
は
じ
ま
る
の
は
、
眼
前
で
琴
を
引
く
妓
女
と
二
重
写
し
に
し
よ
う
と
す
る
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
わ

意
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
次
の
「
学
書
」
も
「
陽
春
を
歌
い
徹
り
て
酒
半
ば
醸
ず
、
玉
尖
管
を
搦
っ
て
香
雲
に
醸
す
」
宴
た
け
な
わ

の
中
で
歌
う
妓
女
の
指
、
そ
の
現
実
の
視
覚
を
借
り
て
、
イ
メ
ー
ジ
を
強
烈
に
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
「
演
歌
」
「
習
舞
」

も
、
ま
さ
に
妓
女
達
は
歌
を
唱
い
、
踊
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
上
頭
」
「
染
甲
」
も
妓
女
の
髪
や
爪
か
ら
イ
メ
ー
ジ
を
ふ
く
ら
ま
せ
れ
ば
よ

い
。
こ
の
よ
う
に
、
聞
き
手
の
頭
に
イ
メ
ー
ジ
を
く
っ
き
り
と
焼
き
付
け
た
上
で
、
「
照
画
」
以
降
の
眼
前
の
宴
席
の
情
景
を
離
れ
た
世
界

に
入
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
を
大
切
に
す
る
詩
は
、
絵
を
附
し
た
り
、
劇
仕
立
て
の
所
作
事
を
妓
女
に
演
じ
さ
せ
た
り
す
れ
ば
、
よ
り

効
果
を
あ
げ
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
こ
ま
で
の
直
裁
は
さ
す
が
に
求
め
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
聞
き
手
が
イ
メ
ー
ジ
を

広
げ
ら
れ
る
よ
う
に
、
あ
い
ま
い
な
不
可
解
な
部
分
を
あ
る
程
度
残
し
て
い
る
よ
う
で
、
こ
の
あ
た
り
は
古
楽
府
に
お
け
る
作
風
に
近
い
。

聴
覚
、
視
覚
の
重
視
に
比
し
て
後
退
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
が
嗅
覚
の
描
写
で
あ
る
。
エ
ロ
ス
を
扱
う
文
学
に
お
い
て
、
に
お
い
へ

の
言
及
は
必
須
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
重
要
な
は
ず
で
あ
る
。
「
香
奮
」
と
い
う
語
に
そ
も
そ
も
「
香
」
の
字
が
含
ま
れ
て
い
る
。
『
香
奮
集
』

に
も
、
「
香
は
蔽
膝
を
侵
し
て
夜
寒
軽
し
」
（
七
言
絶
句
、
「
聞
雨
」
）
や
「
濃
煙
は
簾
を
隔
て
て
香
は
漏
泄
す
」
（
七
言
絶
句
「
蓬
廊
」
一
の
よ
う

に
、
淫
微
な
ム
ー
ド
を
か
も
し
出
す
も
の
と
し
て
、
に
お
い
の
描
写
が
あ
る
。
『
続
奮
集
』
に
は
そ
れ
が
な
い
。
「
学
書
」
に
は
「
香
雲
」
と

い
う
が
、
こ
れ
は
墨
水
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
エ
ロ
ス
と
は
関
係
あ
る
ま
い
。

　
『
香
奄
集
』
か
ら
、
句
を
取
っ
た
部
分
も
、
に
お
い
に
関
す
る
部
分
を
さ
け
て
い
る
。
特
に
「
出
浴
」
は
『
香
奮
集
』
の
七
律
、
「
詠
浴
」



の
後
半
を
と
る
が
、
そ
の
前
半
に
は
、
「
蘭
燭
を
移
さ
教
め
て
頻
り
に
影
を
差
じ
、
自
ら
香
湯
を
試
み
て
更
に
深
き
を
伯
る
」
と
明
白
に
香

を
詠
む
聯
が
あ
る
の
を
慎
重
に
と
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
『
香
奮
八
題
』
に
は
い
く
っ
か
の
に
お
い
が
出
て
く
る
が
、
も
と
と
な
っ
た

王
徳
麓
の
『
踏
渉
行
』
ほ
ど
は
多
く
な
い
。
『
踏
渉
行
』
の
方
が
エ
ロ
ス
の
文
学
と
し
て
普
通
で
、
『
香
奮
八
題
』
が
異
常
と
見
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
な
お
、
『
香
奮
八
題
』
の
う
ち
、
「
玉
頬
晴
痕
」
に
「
紅
は
香
氷
に
滴
っ
て
獺
髄
を
融
す
」
と
あ
る
の
は
、
『
踏
渉
行
』
の
「
粉
は
紅

氷
を
凝
ら
し
、
香
は
獺
髄
を
鎗
す
」
を
殆
ん
ど
そ
の
ま
ま
用
い
た
に
す
ぎ
な
い
。

　
嗅
覚
は
、
た
し
か
に
エ
ロ
ス
に
直
結
し
易
い
原
初
的
感
覚
で
あ
る
が
、
視
覚
と
聴
覚
の
刺
激
の
少
な
い
、
す
な
わ
ち
う
す
暗
く
静
か
な
時

に
、
強
く
感
じ
る
も
の
で
あ
る
。
彩
色
と
騒
音
に
満
ち
た
宴
席
で
は
、
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
し
に
く
い
感
覚
で
あ
る
。
楊
維
槙
は
恐
ら
く
意
識

的
に
嗅
覚
の
描
写
を
さ
け
、
視
覚
と
聴
覚
を
刺
激
す
る
こ
と
に
意
を
凝
ら
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
宴
席
で
そ
の
場
か
ぎ
り
の
、
し
か
し
無
上
で
あ
る
快
楽
を
与
え
ん
た
め
に
、
技
巧
を
こ
ら
し
た
『
続
奮
集
』
で
あ
る
が
、

そ
れ
で
も
、
宴
席
と
い
う
場
を
越
え
た
何
も
の
か
を
残
そ
う
と
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
筆
者
に
は
感
じ
ら
れ
る
。

　
『
詩
集
』
に
よ
れ
ば
、
『
続
奄
集
』
は
「
一
に
老
鉄
梅
花
夢
二
十
詠
に
作
る
」
と
あ
る
。
序
に
も
「
梅
花
夢
隻
楊
維
槙
氏
自
序
」
と
題
し
て

い
た
。
客
に
も
妓
女
に
も
そ
し
て
自
分
に
も
、
時
空
を
越
え
た
一
場
の
夢
を
見
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。

　
そ
の
こ
と
を
論
ず
る
に
は
、
『
続
奮
集
』
全
体
の
構
成
を
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
先
に
客
は
眼
前
の
妓
女
か
ら
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
を
広

げ
て
い
く
と
い
っ
た
が
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
気
味
で
、
元
代
と
い
う
現
在
か
ら
次
第
次
第
に
夢
の
世
界
へ
離
脱
し
て
い
く
よ
う
な
構
成
が

筆
者
に
は
見
え
る
。
冒
頭
の
「
学
琴
」
。

　
「
阿
瑛
の
胡
箭
は
伝
う
る
に
足
ら
ず
、
離
鷲
別
鵠
は
意
凄
然
た
り
。
郎
に
請
う
為
に
洗
え
箏
琶
の
耳
、
惜
し
ま
ず
郎
が
為
に
絶
弦
を
弾
く

　
こ
と
を
」

　
察
瑛
の
胡
茄
曲
、
そ
の
「
胡
」
は
恐
ら
く
現
在
の
統
治
者
の
モ
ン
ゴ
ル
人
等
を
含
意
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
現
実
か
ら
離
れ
て
、
伯

雅
の
絶
弦
の
曲
　
　
失
わ
れ
た
世
界
、
夢
の
世
界
、
見
方
を
変
え
れ
ば
真
の
世
界
へ
入
っ
て
い
こ
う
と
い
う
宣
言
で
あ
る
と
筆
者
は
見
る
。

楊
維
槙
は
、
生
涯
元
朝
に
忠
誠
を
尽
く
し
て
い
た
人
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
詩
に
元
朝
批
判
ま
で
を
見
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
要
す
る
に
現
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実
の
世
界
を
超
越
し
て
い
き
た
い
と
い
う
意
志
を
読
み
取
り
た
い
。

　
第
七
首
の
「
照
画
」
。

　
「
画
き
得
た
り
崔
徽
の
巻
裏
の
人
、
菱
花
の
秋
水
は
真
真
を
脱
す
。
只
今
は
顔
色
は
澤
て
旧
に
非
ず
、
焼
薬
燥
頭
一
春
を
過
ぐ
」

　
菱
花
　
　
か
が
み
や
絵
は
、
古
今
東
西
異
世
界
の
入
口
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
か
ら
、
エ
ロ
ス
が
高
ま
る
に
応
じ
て
、
現
実
世
界
を
よ
り

遠
く
離
れ
て
い
く
志
向
が
感
じ
ら
れ
る
。

　
夢
の
世
界
は
過
去
の
集
積
で
あ
る
。
我
々
は
夢
で
過
去
の
ね
じ
ま
が
っ
た
断
片
に
よ
く
出
会
う
。
そ
の
よ
う
に
、
エ
ロ
ス
の
高
潮
期
に
な
っ

て
、
「
出
浴
」
「
甘
睡
」
「
相
見
」
「
相
信
」
「
的
信
」
と
、
ど
こ
か
で
出
会
っ
た
よ
う
な
作
品
　
　
『
香
奄
集
』
を
裁
勢
し
た
も
の
　
　
を
見
る
。
そ

し
て
エ
ロ
ス
の
最
高
潮
で
、
完
全
に
時
空
を
越
え
て
、
過
去
の
人
物
に
自
己
を
同
一
化
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
韓
握
の
「
半
睡
」

を
そ
の
ま
ま
用
い
た
「
成
配
」
で
あ
る
。
「
配
を
成
す
」
、
す
な
わ
ち
人
が
愛
を
成
就
す
る
こ
と
と
も
に
、
異
世
界
と
の
合
体
を
完
全
に
な
し

得
た
こ
と
を
示
唆
す
る
の
で
は
な
い
か
。
や
が
て
エ
ロ
ス
の
退
潮
期
に
な
り
、
「
釣
魚
」
。

　
「
針
を
敲
い
て
釣
を
作
り
水
隅
に
投
ず
、
豊
に
図
ら
ん
口
に
階
王
余
を
味
わ
わ
ん
と
。
鯉
魚
の
腹
裏
は
芳
餌
を
牽
く
、
万
一
行
人
に
素
書

　
有
ら
ん
」

　
つ
り
を
し
な
が
ら
む
な
し
く
愛
人
の
た
よ
り
を
待
っ
さ
び
し
さ
と
焦
燥
を
描
く
。

　
エ
ロ
ス
の
去
っ
た
後
、
人
は
現
実
に
戻
る
。
最
後
は
「
走
馬
」
で
幕
を
閉
じ
る
。

　
「
胡
奴
は
牽
き
来
た
る
檸
な
る
叱
援
、
軽
身
は
飛
び
上
り
電
は
一
抹
。
半
兜
の
玉
鐙
は
湘
楯
を
嚢
み
、
許
さ
ず
春
泥
の
羅
穣
を
汚
す
を
」

　
「
学
琴
」
と
同
様
、
再
び
「
胡
」
字
を
用
い
る
。
「
胡
奴
」
も
、
や
は
り
モ
ン
ゴ
ル
に
対
す
る
あ
て
こ
す
り
等
を
今
は
考
え
ず
に
、
色
目
人

が
多
数
雑
居
し
て
い
る
現
実
世
界
を
象
徴
す
る
と
い
う
程
度
に
み
な
し
た
い
。
そ
し
て
馬
を
走
ら
せ
る
女
性
も
や
は
り
異
人
で
あ
ろ
う
か
。

け
が
れ
を
知
ら
な
い
、
さ
っ
そ
う
と
し
た
姿
に
心
ひ
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
実
に
戻
る
と
先
に
述
べ
た
の
と
い
さ
さ
か
矛

盾
す
る
よ
う
で
は
あ
る
が
、
楊
維
槙
が
作
り
上
げ
た
、
こ
の
二
十
首
の
連
作
、
時
空
を
越
え
た
夢
の
世
界
が
、
現
実
の
ど
ろ
に
ま
み
れ
な
い
、

無
上
の
美
し
さ
に
満
ち
て
い
る
こ
と
を
も
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
も
筆
者
に
は
思
え
る
。



　
証
拠
の
少
な
い
、
い
さ
さ
か
強
引
な
説
明
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
一
く
せ
も
二
く
せ
も
あ
る
怪
人
物
で
あ
る
楊
維
槙
に
対
抗
し
て
、
踏

み
込
ん
だ
解
釈
を
し
て
み
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
『
続
奄
集
』
は
、
安
直
に
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
宴
席
に
お
い
て
、
視
聴
覚
の
効
果
、

現
実
を
越
え
て
夢
を
見
さ
せ
る
構
成
、
全
て
に
わ
た
っ
て
心
を
く
だ
い
た
作
品
な
の
で
あ
る
。

　
な
ぜ
『
香
奮
集
』
中
の
作
品
を
そ
の
ま
ま
『
続
奮
集
』
に
お
さ
め
た
の
か
と
い
う
疑
問
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
、
こ
こ
ま
で
考
察
を
す
す

め
て
き
た
。
一
回
き
り
の
芸
術
が
、
普
遍
的
な
価
値
を
も
っ
に
至
る
過
程
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
て
来
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

　
本
稿
の
よ
う
に
考
え
て
は
じ
め
て
、
『
続
奮
集
』
は
盗
作
な
ど
で
は
な
く
、
確
か
に
歴
代
の
評
価
ま
た
は
批
判
に
値
す
る
作
品
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
、
筆
者
に
は
納
得
で
き
た
次
第
で
あ
る
。

楊
維
槙
『
続
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い
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