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東
魯
に
お
け
る
社
甫
と
李
白
の
交
友
お
よ
び
そ
の
詩
に
つ
い
て

「
わ
が
閣
の
四
千
年
の
歴
史
の
上
で
、
孔
子
と
老
子
と
の
出
会
い

ハ
も
し
そ
れ
が
事
実
だ
と
す
れ
ば
)
を
除
い
て
、
こ
れ
以
上
重
大
で
、

神
裂
で
、
記
念
す
べ
き
二
人
の
人
物
の
出
会
い
は
な
か
っ
た
。
た
と

え
て
み
れ
ば
そ
れ
は
大
空
で
太
陽
と
月
が
鉢
合
わ
せ
し
た
の
に
似
て

い
る
J

一
載
(
七
四
間
)
の
社
南
と
李
自
の
出
会
い
に
つ
い
て
諮
る

間
一
多
の
こ
と
ば
に
は
、
今
日
で
も
な
お
彼
の
感
動
を
生
き
生
き
と

〈

1
〉

伝
え
る
迫
力
が
あ
ふ
れ
で
い
る
。

二
人
の
交
友
の
経
過
や
そ
の
文
学
史
的
意
義
に
つ
い
て
は
、
先
学

(
2〉

に
よ
っ
て
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
提
起
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、

議
本
的
な
枠
組
み
は
や
は
り
間
一
多
の
「
少
陵
先
生
年
譜
会
第
い
に

求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
は
ま
ず
隠
氏

の
「
年
設
会
第
」
を
一
内
務
壊
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
杜
街
と
李
自
の

交
友
経
過
の
あ
ら
ま
し
を
た
ど
り
、
吏
に
事
実
の
特
定
に
関
す
る
若

の
問
題
点
を
付
加
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

上

田

武

。
天
宝
三
載
ハ
七
四
回
)
甲
申

三
月
i
j
李
白
(
四
十
四
歳
)
、
い
わ
ゆ
る
「
賜
金
放
還
」
に
よ

り
長
安
を
出
て
東
に
向
か
う
。

一一一
J
五
月
の
間

l
i杜
甫
(
一
一
一
十
三
歳
)
と
李
白
、
東
部
浴
惨
で

出
会
う
。

五
月
五
日

i
i社
市
の
継
母
お
陽
太
君
(
杜
審
一
一
一
一
口
の
後
妻
)
、
保

留
(
今
の
開
封
市
の
東
南
郊
)
の
私
邸
で
死
去
。

五
月
中
に
l
i李
一
白
、
大
梁
(
当
時
は
狩
州
と
呼
ば
れ
た
。
今
の

開
封
市
)
に
到
若
。
た
だ
ち
に
陳
認
の
採
訪
大
使
の
従
被
李
彦
の

も
と
を
訪
れ
、
北
海
(
今
の
山
東
省
益
都
県
)
の
高
天
師
か
ら
い
河

川
ハ
今
の
山
東
省
斉
潟
市
)
の
紫
極
宮
で
道
篠
を
授
与
し
て
も
ら

う
こ
と
を
依
頼
。

( 14 ) 

日
l
i社
帯
、
花
綴
太
君
を
洛
陽
東
郊
の
綾
部
に
葬

、

れソ仲
秋
か
ら
晩
秋
に
か
け
て

i
l同
名
、
大
梁
か
ら
宋
中
(
今
の
河



南
省
商
丘
市
)
に
遊
び
、
を
加
え
て
吹
台
、

り
、
孟
諸
沢
で
の
遊
猟
を
楽
し
む
。

晩
秋
i
i社
南
、
治
陽
を
絞
て
賞
、
河
を
渡
り
、
五
悶
に

議
殺
を
訪
ね
る
が
、
す
で
に
死
去
し
た
あ
と
で
あ
っ
た
ο

同
じ
償
i
1
1
李
白
、
北
海
の
高
天
的
か
ら
道
篠
を
授
与
さ
れ
る
。

O

天
定
問
載
(
七
間
五
)
乙
回

お
そ
ら
く
年
の
代
る
頃
i
i李
白
、
魯
郡
ハ
ム
つ
の
山
東
省
南
部
の

廿
光
州
市
)
の
妻
子
の
家
に
一
炭
る
。

夏
i
i
s社
前
、
斉
州
に
遊
ぶ
。
斉
州
一
一
円
馬
に
李
之
芳
が
就
任
し
た

こ
と
を
機
に
、
ム
ノ
~
芳
の
親
族
で
あ
る
李
笛
が
来
斉
。
社
市
は
彼
ら

に
従
い
、
底
下
卒
、
鵠
山
湖
一
平
等
の
い
わ
ゆ
る
つ
芳
州
の
会
」
に

階
席
す
る
。

秋
i

i
社
市
、
東
魯
の
李
白
を
訪
ね
、
深
い
交
友
を
結
び
、
魯
域

の
北
郊
の
花
隠
居
を
と
も
に
訪
ね
た
り
し
た

Q

仲
秋
の
頃
i
i
t社
〉
市
が
西
に
帰
る
に
あ
た
り
、
魯
郡
の
東
石
門
で

の
送
別
の
安
。

以

上

が

関

氏

の

に

基

づ

く

二

人

の

交

友

の

あ

ら

ま

し
で
あ
る
が
、
間
一
多
説
を
軸
と
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
諸
論
議
の

中
で
、
事
実
の
特
定
に
関
し
て
特
に
校
目
す
べ
き
見
解
と
し
て
は
次

の
も
の
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

A

出
合
い
の
時
に
関
し
て

1
、
震
鋲
「
寸

で
あ
り
、

i

i
出
合
い
の
時
は
天
宝
四
載
夏

間
氏
の
」
の
記
事
を
そ
れ
ぞ
れ
一
年
ず
つ

(
3〉

後
に
下
げ
た
方
が
よ
り
援
合
的
で
あ
る

Q

2
、
郁
緊
姶
「
李
社
交
友
新
考
」

!
i出
合
い
の
時
は
天
安
三
裁

〈

4
)

の
八
月
を
過
ぎ
た
仲
秋
の
伎
で
あ
る

O

B

出
合
い
の
場
所
に
関
し
て

ー
、
部
緊
姶
「
李
社
交
友
新
考
」

l
i出
合
い
の
場
所
は
東
都
洛

間
関
で
は
な
く
、
洛
陽
か
ら
東
へ
百
七
十
五
キ
ロ
の
大
梁
か
、

あ
る
い
は
更
に
そ
の
東
百
二
十
五
キ
ロ
の
宋
中
(
宋
州
)
か

〈

4
)

の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。

位
協
鉄
氏
の
見
解
は
極
め
て
ユ
ニ
ー
ク
と
い
え
る
が
、
宋
中
の
琴
台

に
遊
ん
だ
こ
と
を
う
た
う
高
適
の
詩
が
、
い
わ
ゆ
る
「
梁
宋
の
激
」

と
は
無
関
係
だ
と
す
る
解
釈
や
、
「
賜
令
一
放
還
」
の
後
約
一
年
間
長

安
付
近
を
遊
歴
し
た
と
す
る
李
自
の
行
動
の
跡
づ
け
は
何
と
し
て
も

不
自
然
さ
を
免
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
加
に
郁
賢
結
氏
か

(
5
)
 

ら
の
批
判
も
出
さ
れ
、
億
一
中
説
は
基
本
的
に
否
定
祝
さ
れ
る
傾
向
に
あ

る
の
が
実
際
で
あ
る
。
ま
た
社
甫
と
李
自
の
出
合
っ
た
場
所
が
洛
陽

だ
と
す
る
の
は
南
宋
以
来
三
疋
説
」
と
さ
れ
て
き
た
認
識
で
あ
る

(
6
)
 

が
、
関
一
多
自
身
も
こ
と
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
資
料
的
裏
付
け
の
な

(
7
)
 

い
一
種
の
あ
て
推
量
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
関
す
る
郁
賢
結
氏
の
指

( 15 ) 



摘
は
李
自
の
長
安
入
京
が
二
度
か
一
一
一
度
か
と
い
う
最
近
の
中
国
学
界

(
8〉

で
の
論
争
の
過
程
で
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
論
争
の
深
化
と
と

も
に
、
こ
れ
ま
で
の
定
説
の
基
本
的
な
検
討
を
迫
る
重
さ
を
有
し
て

い
る
と
い
え
よ
う
。

論
争
点
と
し
て
取
り
た
て
る
ま
で
は
ゆ
か
な
い
が
、
出
合
い
の
時

と
場
所
以
外
に
、
先
学
の
見
解
の
中
で
棺
遠
の
見
ら
れ
る
の
は
次
の

諸
点
で
あ
る
。

ー
、
社
甫
の
一
土
産
山
の
華
議
若
訪
問
の
時
期
と
、
そ
れ
に
李
白
が

同
行
し
た
か
一
台
か
。

2
、
二
人
が
遊
覧
し
た
梁
鴎
等
の
十
日
跡
は
今
の
開
封
市
か
商
丘
市

ミ

Q

4μ 

3
、
李
白
が
高
天
的
に
道
篠
を
授
け
ら
れ
た
時
期
と
、
そ
れ
に
社

、
市
が
同
行
し
た
か
否
か
。

4
、
李
起
を
中
心
と
す
る
斉
州
の
会
に
李
白
も
同
席
し
た
か
否

h
o
 

b
 

こ
れ
ら
の
点
は
2
を
除
い
て
は
資
料
部
か
ら
客
観
的
に
と
ら
え
き

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
検
制
の
レ
ベ
ル
で
、
二
人
の
交
友
期
間

の
い
ず
れ
か
に
位
段
づ
け
る
よ
り
仕
方
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の

意
味
か
ら
し
て
法
本
的
に
は
間
一
多
の
「
会
築
」
に
従
っ
て
お
い
て

き
し
っ
か
え
な
い
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
一
一
人
の
交
友
に
か
か
わ
る
出
来
事

で
、
事
実
と
し
て
時
期
を
特
定
で
き
る
の
は
、
「
梁
宋
の
海
」
と
、

魯
域
(
今
の
山
東
省
充
州
市
)
を
中
心
と
し
た
東
魯
(
今
の
山
東
省

の
西
南
部
)
で
の
交
わ
り
の
こ
つ
に
絞
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
の
こ
つ
の
場
面
は
と
も
に
二
人
の
作
品
に
形
象
化
さ
れ
て
い

る
も
の
で
あ
る
が
、
「
梁
宋
の
溌
」
は
二
十
数
年
後
の
杜
甫
の
「
背

遊
」
や
辛
抱
懐
」
で
描
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
当
然
追
憶
に
ま
つ

わ
る
美
化
や
風
化
の
要
素
が
加
わ
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に

対
し
東
魯
で
の
交
り
は
、
そ
こ
で
の
現
在
の
時
点
に
お
け
る
同
名
の

作
品
が
残
さ
れ
て
お
り
、
二
人
の
偲
性
や
詩
人
と
し
て
の
資
質
を
比

較
検
討
す
る
う
え
で
、
極
め
て
貴
重
な
意
味
を
持
つ
場
面
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
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一一

天
窓
四
裁
の
初
秋
か
ら
仲
秋
に
か
け
て
の
東
魯
に
お
け
る
社
前
と

李
白
と
の
交
遊
の
中
に
は
、
そ
の
地
の
道
士
た
ち
と
の
接
触
が
大
き

民
を
占
め
て
い
た
と
忠
わ
れ
る
。
李
白
が
東
品
川
M

の
い
ず
れ
か
に

一
男
一
女
の
住
む
家
庭
を
構
え
て
い
た
こ
と
は
、
「
寄
東
魯
二

一
十
一
之
魯
中
、
兼
間
稚
子
佑

に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が

領
の
李
白
は
斉

ヱ
太

の

の
年
譜
に
よ
れ
ば
、

魯
の
地
に
遊
ん
で
お
り
、

文
苑
伝
が



由
。
山
東
の
人
い
と
記
し
、
社
甫
そ
の
人
が
安
史
の
乱
に
際
会
し
た

当
時
の
「
蘇
端
酔
復
鐙
簡
降
車
酔
歌
ん
で
、
「
近
来
海
内
為
長
旬
、

汝
与
山
東
李
白
好
ん
と
う
た
う
と
こ
ろ
か
ら
し
て
も
、
事
の
詳
細
は

つ
ま
び
ら
か
で
な
い
に
し
て
も
、
山
東
の
地
に
李
自
の
生
活
の
重
要

〈

9
〉

な
拠
り
ど
こ
ろ
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
視
で
き
よ
う
。
内
卒
太
白
金

集
い
に
は
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
か
な
り
の
数
の
東
魯
で
の
作
品

が
見
え
る
。
そ
れ
ら
の
多
く
は
魯
域
を
中
心
と
し
た
地
方
官
吏
た
ち

ハ
刊
〉

と
の
応
酬
で
あ
る
が
、
中
に
六
首
ほ
ど
次
の
よ
う
な
そ
の
地
に
お
け

る
隠
逸
の
士
と
の
交
流
の
場
で
の
作
が
あ
る
の
数
字
は

の
巻
数
)
。

(

日

〉
(
7
)

「
送
方
士
諮
問
〈
之
東

(
日
山
〉
ぺ
佑
小
M

城
北
郭
出
腰
桑
下
、
送
張
還
関
脇
い
(
M
W
)

「
送
沼
山

人
mm
太
山
い
(
げ
〉
ぺ
五
月
東
魯
行
、
答
波
上
翁
!
一
(
川
口
)
一
ー
尋
魯
城

北
部
民
土
失
道
、
落
蒼
耳
中
、
見
詰
置
、
指
摘
蒼
耳
作
い
(
加
)

右
の
最
初
の
詩
題
に
見
え
る
丹
丘
子
す
な
わ
ち
元
丹
丘
は
李
自
に

と
っ
て
と
り
わ
け
定
要
な
意
味
を
持
つ
人
物
で
あ
っ
た
。
一
克
丹
丘
と

李
白
と
の
交
際
は
並
な
み
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
有
名
な

「
将
進
、
制
」
で

J
Aヱ
一
人
子
、
丹
郎
生
い
と
呼
び
か
け
て
い
る
の
を
は

じ
め
、
ズ
去
さ
・
中
詩
怒
に
そ
の
名
が
見
え
る
作
だ
け
で
も
十
一

(
は
)

の
多
き
に
速
し
て
い
る
ο

…
開
制
陽
別
元
丹
郎
之
滋

異
姓
為
天
倫
i

一
と
う
た
う
よ
う
に
、
時
に

0) 

では
丹
丘
を
異

姓
の
兄
弟
だ
と
さ
え
称
し
て
い
る

Q

彼
が
翰
林
供
翠
と
し
て
玄
奈
の

宮
廷
に
招
か
れ
た
の
は
、
道
士
呉
錆
の
手
引
を
通
し
て
部
識
を
得
た

玄
京
皐
帝
の
妹
五
十
共
公
主
の
な
か
だ
ち
に
よ
る
と
い
う
町
田
結
審
b

文
苑
伝
に
慕
づ
く
従
来
の
説
に
対
し
、
近
頃
の
安
旗
氏
は
ぺ
秋
日
煉

薬
院
銀
白
髪
、
贈
…
主
ハ
兄
林
京
」
の
元
林
宗
が
実
は
一
冗
丹
丘
で
あ
る

と
し
、
こ
の
詩
と
叶
風
筏
篇
」
と
に
基
づ
い
て
、
ま
真
公
主
に
李
白

を
推
薦
し
た
の
は
呉
筑
で
は
な
く
丹
丘
で
あ
る
と
考
証
し
て
い
る
。

(
日
)

安
旗
氏
や
郁
賢
怜
氏
の
見
解
を
踏
ま
え
て
い
え
ば
、
李
山
口
と
丹
丘
は

と
も
に
萄
の
地
で
十
五
践
の
頃
か
ら
神
仙
へ
の
遂
に
志
し
て
切
瑳
琢

磨
し
、
よ
し
み
を
深
め
て
き
た
莫
逆
の
友
で
あ
っ
た
。
当
時
最
も
高

名
な
道
士
の
一
人
と
し
て
朝
廷
へ
も
出
入
し
な
が
ら
、
興
趣
の
お
も

む
く
ま
ま
各
地
の
名
山
を
遊
摩
し
て
い
た
の
が
、
李
白
の
作
品
を
通

し
て
浮
び
あ
が
っ
て
く
る
元
丹
丘
の
像
で
あ
る
。
そ
し
て
天
安
十
一

載
(
七
五
二
)
の
作
と
さ
れ
る
杜
市
の
「
玄
都
壊
歌
、
寄
元
逸
人
」

が
「
故
人
背
穏
東
蒙
峰
、
巴
側
合
景
蒼
精
竜
」
と
う
た
う
こ
と
か
ら

す
れ
ば
、
社
甫
と
李
白
が
東
魯
に
遊
ん
だ
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、
一
克
丹

丘
も
魯
援
や
曲
阜
の
ま
東
に
位
置
す
る
東
蒙
山
に
躍
を
結
ん
で
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

( 17 ) 

前

記

の

文

苑

伝

は

ま

た

李

白

に

つ

い

て

「

父

、

任

放

の
お
と
為
り
国
り
て
一
誌
に
家
す
」
と
記
す
c

任
域
は
今
の
山
東
省
済

寧
市
で
あ
る
が
、
岡
村
繁
氏
は
こ
の
父
な
る
人
は
安
陸
で
の



の
実
父
、
李
自
に
と
っ
て
は
義
父
に
相
当
し
、
一
一
一
十
五
六
歳
演
の
定

織
の
な
か
っ
た
李
白
は
、
東
魯
の
地
方
と
し
て
は
上
級
官
僚
で
あ
る

義
父
に
従
っ
て
妻
子
と
と
も
に
取
り
あ
え
ず
そ
こ
に
移
り
住
ん
だ
の

(
M
M
)
 

で
は
な
い
か
と
考
証
さ
れ
て
い
る
。
前
後
二
回
に
ま
た
が
る
東
魯
時

代
の
苓
白
の
作
品
に
、
前
記
の
よ
う
に
地
方
官
吏
と
の
応
酬
が
多
い

の
は
、
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
う
な
ず
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
町
田
唐

殺
と
は
右
の
文
の
後
吏
に
「
少
く
し
て
魯
中
の
諸
生
の
孔
巣
父
、
韓

準
、
表
政
、
張
淑
明
、
陶
汚
等
と
狙
休
刊
山
に
隠
れ
て
酎
歌
縦
沼
し
、

時
に
竹
渓
の
六
逸
と
号
す
」
と
続
い
て
ゆ
く
が
、
前
後
二
度
の
滞
在

中
、
李
白
は
一
方
で
は
自
身
の
名
戸
や
義
父
の
縁
故
に
よ
っ
て
在
地

の
官
界
と
も
交
わ
り
な
が
ら
、
他
国
東
魯
の
有
名
無
名
の
穏
士
た
ち

と
放
歌
高
吟
の
自
由
な
生
活
を
楽
し
ん
で
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ

る
。
隠
者
と
の
交
流
の
作
品
に
登
場
す
る
前
記
の
花
居
士
、
組
央
、

張
子
、
改
上
の
翁
と
い
っ
た
人
た
ち
は
、
李
白
の
遊
仙
趣
味
を
満
足

さ
せ
る
無
名
隠
士
の
一
群
に
属
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

李
白
の
東
魯
に
お
け
る
生
活
の
仕
組
み
が
以
上
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
当
然
導
き
出
さ
れ
る
結
果
で
あ
る
が
、
大
先
輩

李
白
と
そ
れ
に
従
う
社
前
と
の
交
友
を
基
本
的
に
特
徴
づ
け
る
の

は
、
共
に
神
仙
の
遂
を
求
め
る
道
友
と
し
て
の
交
わ
り
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
李
自
の
場
合
、
神
仙
へ
の
関
心
は
生
涯
を
通
じ
て
そ
の
人
と

な
り
や
文
学
の
本
質
的
な
構
成
要
素
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が

社
南
に
あ
っ
て
は
、
神
仙
へ
の
皆
様
は
平
常
の
も
の
で
は
な
く
、
こ

の
一
時
期
の
詩
(
た
と
え
ば
二
首
の
「
贈
李
白
詩
一
)
に
限
っ
て
そ

の
傾
向
が
色
濃
く
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
李
白
の
圧
倒
的
影
響

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
共
通
の
認
識
と
さ
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
先
輩
で
あ
る
李
自
に
対
す
る
社
甫
の
人
間

理
解
、
尊
敬
の
質
に
つ
い
て
は
、
は
じ
め
の
出
合
い
の
段
階
で
は
、

李
自
の
強
烈
な
個
性
、
と
り
わ
け
常
人
と
か
け
離
れ
た
道
骨
的
風
貌

に
圧
倒
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
志
を
同
じ
く
す
る
道
友
と
し
て
後
に

従
っ
て
歩
い
て
い
る
間
に
、
次
第
に
詩
人
と
し
て
の
李
自
の
真
価
を

理
解
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
理
解
を
基
と
す
る
社
南
の
友
情
は
、

別
離
の
後
も
時
と
と
も
に
深
め
ら
れ
、
晩
年
の
李
白
が
永
王
燐
の
事

件
に
連
産
し
て
罪
人
と
さ
れ
た
時
に
最
高
に
灼
熱
し
た
こ
と
は
、
主

と
し
て
古
川
幸
次
郎
氏
に
よ
っ
て
説
き
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

李
自
に
か
か
わ
る
東
魯
時
代
の
杜
甫
の
詩
は
、
後
に
触
れ
る
「
与

十
字
十
二
自
問
尋
務
十
隠
居
」
と
「
飛
揚
抜
麗
為
誰
雄
」
の
匂
で
有
名

な
寸
贈
李
白
」
の
二
首
の
み
で
あ
る
が
、
前
記
の
「
玄
都
壊

y

歌
」
を

あ
わ
せ
て
見
る
な
ら
ば
、
一
克
丹
丘
を
軌
と
し
た
李
白
を
め
ぐ
る
穏
士

た
ち
の
人
脈
に
接
触
し
、
神
仙
の
道
へ
の
興
味
と
関
心
が
こ
の
期
間

に
更
に
高
ま
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
神
仙
へ
の
憶
僚
は
杜
慌

の
平
常
で
は
な
く
、
こ
の
一
時
期
に
限
ら
れ
た
も
の
と
い
う
こ
れ
ま

で
の
は
、
全
体
的
に
は
確
か
に
そ
の
通
り
で
は
あ
る
が
、
「
玄

( 18 ) 



都

壌

歌

い

た

日

の

思

い

出

を

鮮

か

な

イ

メ

ー

ジ

に

こ

め

て

う

七

六

八

)

頃

の

「

憶

管

行

い

な
ど
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
後
も
社
前
の
心
に
生
き
続
け
、
折
に
触
れ

て
激
し
く
燃
え
あ
が
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
佐
川
付
し
て
お
く
べ
き

点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

一一一

束
魯
の
地
に
お
け
る
社
市
と
李
自
の
交
友
を
最
も
具
体
的
に
物
語

る
そ
一
一
ユ
メ
ン
ト
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
魯
城
の
北
郊
の
花
居
士
な

る
偲
士
の
附
加
を
訪
問
し
た
折
の
、
雨
名
そ
れ
ぞ
れ
の
次
の
よ
う
な

李

李
侯
有
住
勾

佐
役
似
陰
銀

総
亦
東
蒙
客

憐
君
如
弟
兄

酔
眠
秋
北
〈
被

吏
恕
幽
期
慮

g
ト
i
}
t
A
1
1

ふ
市
二
円
料
配

李
侯
に
は
佳
匂
有
り

徒
住
に
し
て
陰
銭
に
似
た
り

余
も
亦
東
蒙
の
客
と
な
り

い
つ
く

君
を
憐
し
む
こ
と
弟
兄
の
如
し

ふ
す
ま

酔
ひ
て
眠
る
に
秋
は
被
を
共
に
し

少
」
J山U

手
を
携
へ
て
日
び
に
向
に
行
く

ゆ

か

ち

，

き

れ

J

幽
し
き
期
を
み
た
す
処
を
恕
ひ

ぬ
北
郭
の

入
門
高
輿
渡

落
景
間
袈
杵

屯
雲
封
古
城
ム

向
来
吟
橋
頒

不
願
論
総
館
街

次
山
川
氏
山
合
同
ム
母
由
…
n

d
n
，，
dλ

叶，a
，、
v
J
I
-
-
、ztestぽ
qt・
-e

h
w
ζ
 

門
に
入
れ
ば
高
興
発
り

き
は
や

侍
立
せ
る
小
業
は
清
か
な
り

ひ
か
げ
つ
め
た
き
似
た

落
ち
ゆ
く
景
に
寒
き
杵
を
開
き

ひ
く屯

き
雲
は
古
城
に
対
す

こ
の
か
た
く
ち
づ
さ

向
来
吟
む
は
橘
額

'
も
と

誰
か
薄
禁
を
討
め
ん
と
欲
す
る

務
努
を
論
ず
る
こ
と
を
願
は
ず

悠
悠
と
は
る
か
な
り
沿
海
の
情

等
魯
城
北
花
居
士
、
失
選
落
斎
ヰ
中
、
見
詰
震
源
摘
蒼
耳
作

李
白

経
度
秋
色
遼

日
静
無
一
察
時

客
心
不
自
得

浩
漫
将
何
之

忽
憶
花
野
人

間
圏
養
幽
姿

但
恐
行
京
選

域
壕
失
往
路

馬
首
迷
荒
政

不
惜
翠
雲
装
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わ

た

は

る

か

艇
は
度
り
て
秋
色
遠
に

日
静
か
に
し
て
雲
の
無
き
時

た

び

お

の

か

な

客
の
心
自
づ
と
得
は
ず

い

づ

く

ゆ

浩
漫
と
あ
て
な
く
将
に
何
に
か
之
か
ん
と
す
る

忽
ち
憶
ふ
沼
野
人
の

関
閣
に
酪
姿
を
養
ふ
を

た

み

ち

但
だ
恐
る
行
く
来
の
遅
き
を

域
壕
に
て
往
路
を
失
い

は
荒
れ
た
る
放
に
迷
ふ

の
装
の



遂
俄
川
斎
ヰ
欺

入

門

立

笑

此他 LU酒
席娃按答:
忘不}寵愛
制下霜秋
fVl筋梨疏

徴
嘉
手
…
北
郭

裟
瓜
麗
東
離

選
傾
凶
五
飴

良
識
猛
虎
詞

近
作
十
日
数

迷
潟
千
載
殿

風
流
自
簸
蕩

い
白
隠
句
性
ヘ
ヨ

m
n
H
M
Y
M

4

羽川
W

川
H
V
h
引
間
'
不
十
町
主

附
来
上
馬
去

却
位
〈
高
揚
油

遂
に
の
為
に
欺
か
る
る
を
惜
し
ま
ず

門
に
入
る
や
立
つ
一
笑

に
ジ
で

'ζ

鳴
を
把
り
て
お
は
誰
と
為
す
か
と

泊
客
は
私
銃
を
愛
す
る
が
ゆ
ゑ
に

山
撃
に
霜
梨
を
薦
む

は

し

く

だ

他
の
紘
一
に
て
は
筋
を
下
さ
ざ
る
も

此
の
席
の
ゆ
ゑ
に
朝
飢
(
翌
朝
の
空
腹
感
)
を

十一

ω
れ
ん

酸
裂
は
北
郭
に
黍
れ

寒
瓜
は
東
離
に
箆
は
る

常勝

還
た
四
五
酌
を
傾
け

自
ら
詠
守
す
る
は
猛
虎
の
一
詞

な

近
く
は
十
日
の
歓
を
作
し

ち
ぎ
9

遠
く
は
千
載
の
期
を
為
さ
ん

風
流
自
づ
と
簸
蕩

ひ
と

一
議
決
偏
へ
に
相
ひ
宏
ろ
し

こ
M

り

な

は

の

酎
米
馬
に
上
り
て
去
ら
ん
と
し

却
っ
て
笑
ふ
高
揚
の
池
を

晩
秋
の
郊
外
の
風
景
や
門
を
く
ぐ
っ
て
山
桜
に
入
っ
て
ゆ
く
情
景

が
共
通
し
て
い
る
点
か
ら
、
治
の
二
首
、
が
同
行
の
折
の
作
で
あ
る
こ

と
は
ほ
ぼ
確
実
と
い
え
る
。
同
行
の
場
面
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し

た
と
き
、
社
議
と
李
白
の
人
柄
と
、
交
友
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
姿

勢
の
相
違
が
鮮
明
に
追
っ
て
く
る
こ
と
は
、
間
一
多
が
評
伝
「
社

南
」
の
末
尾
で
小
説
的
に
描
写
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
社
甫
の
李

白
に
対
す
る
強
い
親
愛
の
情
の
中
に
は
二
贈
李
白
い
二
首
に
は
見

ら
れ
な
い
詩
人
と
し
て
の
李
白
へ
の
尊
敬
が
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ

ハ
お
)

て
い
る
。
ま
た
俗
墜
と
訣
別
し
て
高
潔
な
修
道
の
生
活
に
生
き
る
た

め
に
、
こ
れ
ま
で
ひ
た
す
ら
志
向
し
て
き
た
官
僚
へ
の
コ

1
ス
を
放

機
し
て
も
悔
い
は
な
い
と
言
い
切
る
そ
の
歌
い
ぶ
り
か
ら
は
、
「
道

士
」
李
自
の
影
響
を
ま
と
も
に
受
け
と
め
よ
う
と
す
る
社
南
の
馬
鹿

正
誌
な
ま
で
の
誠
実
さ
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
に
対

し
て
李
自
の
限
中
に
は
社
前
は
存
在
し
な
い
。
生
涯
を
放
浪
者
と
し

て
過
ご
し
た
李
白
は
、
こ
こ
に
お
い
て
も
自
身
の
押
さ
え
よ
う
の
な

い
「
客
心
い
を
み
た
す
た
め
に
、
矢
も
楯
も
な
く
沼
十
の
山
粧
を
た

ず
ね
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
て
、
同
行
者
で
あ
る
杜
市
は
、
彼
に
と
っ
て

単
な
る
従
搬
で
気
の
お
け
な
い
若
い
友
人
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
泥
酔
の
あ
ま
り
紹
子
を
逆
さ
に
か
ぶ
っ
た
と
い
う
習
の
山
公
に

み
ず
か
ら
を
な
ぞ
ら
え
る
李
自
の
対
人
姿
勢
は
、
ま
さ
に
傍
若
無
人

の
自
治
間
違
き
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
同
行
の
折
の
作
か
否
か
の
問
題
を
ひ
と
ま
ず
お
い
て
こ

れ

ら

の

詩

を

読

ん

だ

場

合

、

の

ス

タ

イ

ル

を

と

り

な
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一
人
の
の
表
現
の
方
向
に
断
然
と
し
い
が
認
め
ら
れ

る
こ
と
は
、
最
も
技
恕
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
ろ
う
。
ま

ず
社
前
の
詩
は
作
者
の
視
線
が
過
去
、
現
在
、
未
来
へ
と
等
分
に
向

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
c

こ
の
詩
は
意
味
の
上
か
ら
ム

印
の
筒
所
で
三
つ
に
阪
分
さ
れ
る
が
、
第
一
段
は
李
自
に
従
っ
て
東

佑
げ
に
来
遊
し
た
砲
前
の
過
去
の
こ
と
が
、
第
二
段
は
お
十
の
認
知
を

訪
れ
た
現
在
の
時
点
が
、
第
一
二
段
は
自
'
身
の
こ
れ
か
ら
の
生
き
方
に

対
す
る
決
意
が
そ
れ
ぞ
れ
う
た
わ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
み
ず
か

ら
の
人
生
経
験
に
つ
い
て
何
事
か
思
い
を
め
ぐ
ら
す
場
合
に
は
、
ま

ず
過
去
を
か
え
り
み
つ
つ
現
在
を
確
認
し
、
更
に
未
来
へ
の
展
望
を

う
ち
立
て
て
ゆ
く
と
い
う
の
が
基
本
的
な
思
考
形
式
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
時
間
の
経
過
に
即
し
て
身
辺
の
事
象
に
自
を
向
け
て
ゆ
く
精

神
活
動
に
お
い
て
、
対
象
に
つ
い
て
の
観
察
が
よ
り
冷
静
で
あ
り
克

明
で
あ
る
な
ら
ば
、
思
考
の
全
体
の
過
程
は
一
一
階
深
化
さ
れ
、
理
性

的
な
も
の
と
な
っ
て
ゆ
く
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
の
社
前
の
詩
の
場

合
、
例
え
ば
「
李
侯
有
佳
句
、
ん
仕
往
似
陰
銀
」
に
は
先
輩
李
自
の
作

品
を
冷
静
に
評
価
す
る
詩
人
と
し
て
の
日
が
光
り
、
第
二
段
の
「
落

景
関
梨
、
杵
、
屯
州
中
間
対
台
域
」
で
は
、
砥
、
ぎ
液
ま
さ
れ
た
聴
覚
と
視
覚

と
が
、
晩
秋
の
夕
暮
れ
の
風
物
を
極
め
て
リ
ア
ル
に
写
し
と
っ
て
い

る
点
が
指
摘
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
時
間
の
経
過
の
中
で
対
象
を
克

明
に
見
つ
め
る
視
線
の
糠
き
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
一
段
に
お
い
て

が
ら
、

の
新
し
い
生
き
方
を
位
指
す
決
意
表
明
が
、
人
生
に
お
け
る
ひ
と
つ

の
理
性
的
な
選
択
に
ふ
さ
わ
し
い
重
厚
な
響
き
を
も
っ
て
読
者
に
迫

っ
て
く
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
李
自
の
詩
は
徹
頭
徹
箆
「
現
在
ー
)
の
連
続
で
あ

る
。
詩
の
目
頭
部
分
か
ら
自
身
の
押
さ
え
る
こ
と
の
で
き
ぬ
感
情
の

奔
騰
が
う
た
わ
れ
、
そ
の
衝
動
の
お
も
む
く
ま
ま
に
、
域
外
の
蒼
耳

の
草
む
ら
に
迷
い
入
る
経
緯
、
更
に
山
森
の
主
人
の
も
て
な
し
に
あ

ず
か
り
な
が
ら
、
次
第
に
酒
と
詩
の
興
趣
に
心
を
ひ
た
し
て
ゆ
く
過

程
が
、
絶
え
間
な
い
「
現
在
い
の
連
続
と
し
て
、
主
情
的
に
表
現
さ

れ
て
ゆ
く
。
李
白
の
表
現
に
お
い
て
は
、
そ
の
時
そ
の
時
の
自
己
の

心
情
が
先
行
し
、
外
界
の
事
象
は
そ
の
心
情
を
吐
露
す
る
た
め
の
メ

デ
ィ
ア
と
し
て
の
役
割
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
現
在
と

い
う
瞬
間
の
自
身
の
感
懐
の
表
出
に
の
み
忠
実
な
李
白
の
意
識
に

は
、
社
甫
は
も
ち
ろ
ん
、
手
厚
く
接
待
し
て
く
れ
る
花
十
の
姿
す
ら

ほ
と
ん
ど
映
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

(η) 

7
9
c
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そ
し
て
、
の
こ
の
よ
う
な
作
詩
に
お
け
る
発
想
は
、
東
魯
で

の
社
甫
と
の
か
か
わ
り
に
取
材
し
た
他
の
二
つ
の
作
品
に
も
共
通
し

て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
送
別
詩
「
魯
郡
東
石

門

送

社

一

で

あ

る

c



解
別
復
幾
日

設
臨
偏
池
一
後
一

秋
波
落
湖
水

何
時
石
内
路

海
色
間
関
但
彼

も
う
ひ
と
つ
は
別
れ
て
開
も
な
い
杜
簡
を
懐
し
む
「
沙
郎
城
下
寄

で
あ
る
ο

T
I
-
-
'
い
日
じ
レ
ヘ
小

μ

予十

仁
ト
メ
ン
L

可
子
忠
告
持

忠
治
法
改
水

rv
人
ノ

54N内

五

pprFJAJ

怠
¥
M
4
k
'
ザリ

4

卒
'

ぷ
雫
石
川
吋
一
一
/
一
ね
孫
M
M

浩
蕩
寄
宿
征

城
建
有
古
樹

一
弾
歌
空
復
情

別
れ
ん
と
し
て
別
れ
が
た
い
腕
を
衝
き
あ
げ
て
く
る
惜
別
の
情
、

あ
る
い
は
別
れ
た
あ
と
の
一
種
の
ア
ン
ニ
ュ
イ
を
伴
っ
た
、
何
と
も

い
え
ぬ
喪
失
感
が
読
む
者
に
迫
る
、
二
首
と
も
に
傑
作
と
称
し
得
る

詩
で
あ
る
。
だ
が
李
白
が
う
た
う
の
は
や
は
り
現
在
た
だ
今
の
自
身

の
や
る
せ
な
さ
だ
け
で
あ
り
、
社
市
そ
の
人
の
姿
で
は
な
い
ο

そ
し

て
以
後
の
李
自
の
詩
か
ら
は
社
甫
に
か
か
わ
る
一
切
は
消
失
す
る
。

飽
方
、
社
市
の
字
自
に
対
す
る
仰
向
別
の
詩
は
残
さ
れ
て
い
な
い

G

し
か
し
お
そ
ら
く
別
れ
の
年
で
あ
る
天
安
郎
裁
年
末
の
作
「
久
、
¥
日
有

い
か
ら
大
勝
元
年
(
七
六
六
)
の
平
日
遊
い
一

i

追
懐
い
ま
で
、

年

も

の

間

に

る

詩

、

及

び

一

部

に

李

白

に

触
れ
た
詩
を
杜
甫
は
十
二
首
作
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
作
品

は
い
ず
れ
も
基
本
的
に
は
天
宝
三
、
四
載
の
交
友
と
そ
れ
以
後
の
互

い
の
風
雪
の
体
験
を
臨
ま
え
な
が
ら
、
現
実
の
生
き
ざ
ま
を
見
据

え
、
更
に
こ
れ
か
ら
の
運
命
に
思
い
を
い
た
す
発
想
に
貴
か
れ
た
も

の
で
去
の
る
。

魯
城
北
郊
で
の
社
南
と
李
自
の
詩
は
、
こ
の
偉
大
な
二
人
の
詩
人

が
神
仙
へ
の
憧
慌
を
共
同
の
紐
帯
と
し
な
が
ら
、
ほ
ぼ
向
時
に
制
作

し
た
と
い
う
意
味
で
、
ま
さ
に
千
載
一
遇
の
作
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し

い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
人
の
詩
の
表
現
の
仕
方
の
大
き
な
腐
り

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
学
の
本
質
的
な
相
違
を
示
す
標
識
と
し
て
の
意

味
を
持
つ
こ
と
は
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

ま
た
同
時
に
な
ま
身
の
人
間
と
し
て
の
二
人
の
資
質
の
違
い
を
も
示

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
李
白
の
場
合
、
制
作
の
時
点
で
の
激
し

い
感
情
の
燃
焼
、
あ
る
い
は
そ
れ
へ
の
陶
酔
は
、
華
麗
な
イ
メ
ー
ジ

と
融
け
あ
っ
て
彼
の
文
学
を
成
立
さ
せ
る
核
と
し
て
の
役
割
を
果
た

す
一
方
、
な
ま
身
の
人
間
と
し
て
の
卒
自
に
必
然
的
に

S
己
中
心
的

な
姿
勢
を
と
ら
せ
る
機
き
を
も
し
た
は
ず
で
あ
る
ο

送
別
詩
、
仰
向
別

詩
は
李
白
文
学
の
独
壌
場
と
い
う
べ
き
領
域
で
あ
る
が
、
惜
別
の
情

の
美
し
い
燃
焼
は
あ
っ
て
も
、
相
手
そ
の
人
へ
の
人
間
的
な
関
心
度

は
決
し
て
高
い
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
東
魯
で
の
交
友
は
こ
ま
や
か

( 22 ) 



で
あ
っ
て
も
、

の
心
中
に
お
い
て
は
、
透
か
後
輩
の
社
市
は
、

や
賀
知
章
や
孟
浩
然
の
何
分
の
…
の
北
京
を
も
占
め
て
い
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
社
前
と
別
れ
た
あ
と
の
李
自
の
限
前
に
は
、

う
た
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
「
現
在
」
が
日
ま
ぐ
る
し
く
次
つ
ぎ
と
生

起
し
、
社
出
の
存
在
は
間
も
な
く
李
自
の
意
識
か
ら
薄
れ
去
っ
て
い

っ
た
の
に
違
い
な
い
。

し
か
し
時
の
流
れ
に
即
し
、
み
ず
か
ら
の
生
き
ざ
ま
に
か
か
わ
ら

せ
な
が
ら
対
象
を
見
据
え
よ
う
と
す
る
社
甫
に
あ
っ
て
は
、
対
象
へ

の
関
心
度
は
む
し
ろ
時
と
と
も
に
深
ま
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
李
白
に
か
か
わ
る
十
二
首
の
詩
篇
は
、
社
甫
の
李
自

に
対
す
る
友
情
が
、
別
れ
た
ま
ま
の
二
十
一
年
の
問
、
次
第
に
痛
切

さ
を
増
し
て
い
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
長
期
に

わ
た
る
持
続
と
深
化
は
、
何
よ
り
も
社
前
が
時
代
や
人
生
の
来
し
方

将
来
に
つ
い
て
の
た
ゆ
む
こ
と
の
な
い
誠
実
な
省
察
の
な
か
で
、
李

白
の
人
と
文
学
を
克
明
に
見
据
え
続
け
た
こ
と
、
つ
ま
り
は
思
想
的

な
深
み
に
お
い
て
人
間
李
自
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
結
果
に
ほ
か
な

ら
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
註
)

(

1

)

「
社
甫
」
(
問
問
問
一
多
全
集
山
第
一
一
一
巻
、
「
唐
詩
雑
論
一
、
初
出
は
吋
新

月
い
一
巻
六
期
一
九
二
人
)

ハ
2
〉
古
川
幸
次
郎
「
李
白
と
杜
甫
」

(
吋
全
集
』
第
十
二
弾
句
、
高
島
俊
男

(
東
洋
人
の
思
想
と
行
動
、
一
九
六
ニ
ヌ
小
川
昭
一

前
の
交
友
」
(
無
窮
会
…
東
洋
文
化
b

二
号
、
六
五
)
、
渡
辺
英
喜
「
李
白

と
社
前
の
交
友
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
(
二
松
学
舎
大
町
中
部
文
学
論
考
』

一
号
、
七
一
一
一
)
、
黒
川
洋
一
円
社
南
の
研
究
b

七
七
、
借
銭
円
李
白
詩
文

繁
年
』
五
七
、
郭
沫
若
内
李
白
与
社
前
b

七
一
(
邦
訳
・
須
問
禎
一
芸
T

'mと
社
南
b

七
五
〉
、
鴻
歪
同
社
甫
伝
h

七
九
(
邦
訳
・
橋
川
時
雄
司
社

市
・
詩
と
生
涯
h

七
七
〉
、
陳
飴
鍬
明
社
甫
評
伝
・
上
b

八
一
、
安
旗

ZT

自
・
縦
横
探
b

八
一
、
問
蒙
、
鴻
字
句
社
甫
b

(

中
国
古
典
作
家
叢
書
〉

八
一
一
、
安
族
、
辞
天
緯
刊
本
T

自
年
譜
』
八
二
、
前
世
彬
「
社
南
H

贈
李
白
μ

詩
義
鉾
(
兼
談
μ
樽
瀬
論
文
H

〉
」
〈
円
草
堂
b

八
二
、
二
期
〉
、
郁
緊
結
「
李

社
交
友
新
考
」
〈
町
草
堂
一
b

八
一
一
一
、
一
期
)
な
ど
が
管
見
に
触
れ
た
も
の
で

あ
る
。
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(
3
)

鴛
氏
は
間
一
多
の
一
一
一
載
説
の
決
め
手
が
、
「
梁
宋
の
砕
」
に
同
会
し

た
す
同
適
の
一
連
の
作
品
(
「
東
征
賦
)
の
「
歳
在
甲
申
、
秩
窮
季
丹
、

J4

尚
子

滋
梁
既
久
、
方
適
楚
以
超
忽
」
の
旬
、
「
広
公
琴
台
」
詩
序
の
「
甲
申
歳
、

適
笠
子
賎
琴
台
」
の
旬
、
「
宋
中
別
周
梁
李
一
一
一
子
」
の
勾
な
ど
)
に
霞
か

れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
が
銭
謙
益
の
か
位
工
部
集
築
注
』
基
づ
い
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
高
適
の
詩
は
三
載
甲
申
の
晩
私
、
彼
が
宋
中

の
一
均
台
な
ど
に
遊
び
、
李
姓
の
人
物
等
と
別
離
の
宴
を
催
し
た
こ
と
を
取

り
あ
、
げ
て
い
る
が
、
億
一
一
民
は
そ
こ
に
登
場
す
る
李
な
に
が
し
が
李
白
で
あ

る
と
は
必
ず
し
も
断
定
で
き
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
む
し
ろ
社
帯
、
李
自

と
も
従
来
の
諸
年
諮
問
で
は
天
宝
五
裁
が
空
白
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
民

し
、
間
氏
の
「
会
築
」
の
記
事
を
一
年
ず
つ
ず
ら
す
べ
き
だ
と
主
張
す

る
ο

位
協
氏
の
『
繋
年
比
で
の
李
白
は
、
一
一
一
載
春
の
「
賜
金
放
還
」
の
後
、



郊
〈
今
の
政
商
省
M

川
県
)
岐
(
同
じ
く
鳳
朔
県
〉
坊
(
同
じ
く
中
部
県
〉

な
ど
の
諸
州
に
遊
び
(
足
以
太
白
峯
」
「
致
新
平
楼
」
な
ど
に
基
づ
く
)
、

あ
く
る
問
裁
の
春
一
五
一
長
安
に
一
炭
っ
た
う
え
で
〈
「
以
詩
代
議
答
元
丹
丘
)

に
基
づ
く
)
、
あ
ら
た
め
て
商
州
を
経
て
東
に
旅
立
っ
て
い
る
(
一
過
四
姶

慕
い
「
南
山
田
蛤
」
な
ど
に
謀
、
づ
く
)
c

ま
た
一
方
の
社
市
の
足
跡
に
つ
い

て
は
、
活
陽
太
君
の
葬
儀
以
外
は
一
切
不
明
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
史
伝
、

作
品
な
ど
の
資
料
が
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
だ
と
さ
れ
る

G

ハ
4
〉
社
前
と
李
自
の
出
合
い
の
時
に
つ
い
て
は
、
古
く
明
の
一
蹴
炭
の
『
社

律
投
解
h

に
一
太
宰
一
一
一
一
載
の
八
月
と
す
る
説
、
が
あ
り
、
仇
兆
読
の
町
社
詩
詳

注
い
(
「
贈
李
白
」
の
項
〉
も
そ
れ
を
肯
定
的
に
紹
介
し
て
い
る
。
顧
氏
説

の
根
拠
は
李
自
の
長
安
追
放
を
八
月
と
す
る
点
に
あ
っ
た
が
、
間
一
多
は

追
放
は
八
月
で
は
な
く
一
一
一
月
で
あ
る
と
し
、
そ
の
「
梁
間
吟
」
に
「
五
月

不
熱
疑
浩
秋
」
と
う
た
う
よ
う
に
、
去
月
に
は
す
で
に
梁
宋
の
地
に
着
い

て
い
る
か
ら
、
内
勝
一
一
一
月
か
ら
五
月
の
問
に
二
人
の
出
合
い
が
あ
っ
た
と

結
論
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
李
白
が
再
度
長
安
に
入
京
し
た
と
い
う

立
場
を
と
る
郁
賢
始
氏
は
、
出
会
い
が
仲
秩
の
間
別
で
あ
っ
た
と
い
う
説
を

次
の
よ
う
に
展
開
す
る
。
す
な
わ
ち
李
白
は
天
宝
一
一
一
裁
の
暮
春
ぃ
公
安
を
離

れ
て
東
に
向
か
っ
た
が
、
彼
の
選
ん
だ
コ

i
ス
は
、
船
便
に
よ
り
黄
河
を

下
る
こ
と
で
も
な
く
、
事
州
、
油
関
を
通
っ
て
洛
阪
に
誼
行
す
る
賞
、
河
市

川
ん
の
陸
路
で
も
な
か
っ
た
。
「
附
〈
け
社
秀
才
五
松
山
見
贈
」
詩
の
「
角
巾
東

山
荷
山
道
い
、
「
別
立
少
府
い
詩
の
「
間
出
蒼
竜
門
、
南
設
自
鹿
原
、
欲
尋

向
山
始
、
猶
恋
漢
臨
…
忠
い
な
ど
に
よ
れ
ば
、
彼
は
長
安
か
ら
束
十
閉
に
通
ず

る
街
道
に
出
て
、
内
結
の
伝
説
で
有
名
な
向
山
を
経
て
、
南
協
に
向
か
っ

た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
当
時
荷
揚
に
は
事
に
坐
し
て
監
察
御
史
を
被
免

さ
れ
た
越
税
と
い
う
人
物
が
閑
居
の
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
超
悦
は
の
ち

に
宣
域
郡
の
太
守
と
な
る
が
、
後
年
の
李
自
の
「
婚
宣
域
越
太
守
悦
」
詩

の
「
憶
在
南
陽
時
、
始
承
国
土
思
」
か
ら
す
れ
ば
、
李
白
は
こ
こ
で
は
じ

め
て
超
悦
に
面
識
を
得
、
国
土
と
し
て
の
札
を
も
っ
て
遇
さ
れ
た
こ
と
が

判
る
c

お
そ
ら
く
彼
は
一
定
の
期
間
南
陽
に
逗
留
し
た
あ
と
、
治
問
慨
に
は

寄
ら
ず
に
ま
っ
す
ぐ
東
北
の
梁
宋
の
地
に
向
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
方

「
梁
間
関
吟
」
の
冒
頭
に
は
「
我
浮
寅
河
去
京
関
、
捻
席
欲
進
波
連
山
」
と

長
安
か
ら
船
で
黄
河
を
下
っ
て
梁
宋
の
地
に
お
も
む
い
た
情
景
が
う
た
わ

れ
て
い
る
が
、
郁
氏
は
こ
の
「
梁
間
吟
」
が
作
ら
れ
た
の
は
李
白
の
第
一

回
目
の
長
安
入
京
の
関
元
十
八
年
(
七
一
一
一

O
〉
の
折
の
こ
と
だ
と
す
る
(
郁

賢
姶
「
李
白
初
入
長
安
事
迩
探
索
」
町
中
国
古
典
文
学
論
叢
b

第
一
…
斡
に

こ
の
点
に
関
し
て
よ
り
詳
細
な
記
述
が
あ
る
と
の
出
〉
。
特
に
出
合
い
の

季
節
が
仲
秋
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
社
前
の
側
の
事
情
に
基
づ
い
た
判
断

で
あ
り
、
社
甫
が
活
陽
太
君
の
葬
儀
万
端
を
す
ま
せ
た
の
は
八
月
末
日
か

ら
九
月
に
入
つ
て
の
頃
で
、
こ
の
間
陳
留
と
俣
仰
と
の
投
復
に
あ
わ
せ
、

当
時
の
士
大
夫
と
し
て
の
服
喪
の
礼
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
治
陽
に
出

む
く
だ
け
の
余
裕
が
杖
甫
に
も
ま
ず
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
郁
氏

の
推
測
で
あ
る
。

〈
5
〉
郁
賢
蛤
「
李
白
河
入
長
安
及
有
関
交
滋
考
排
」
(
町
南
京
前
説
学
報
h

七
八
年
同
期

G

向
氏
若
炉
本
ナ
白
叢
考
h

八
二
年
に
跨
訂
一
丹
録
〉

(
6
〉
南
宋
初
め
の
郭
知
連
の
一
樹
注
に
な
る
内
九
家
集
注
社
詩
い
の
「
勲
李

白
」
に
、
越
次
公
の
「
時
白
方
在
東
部
、
将
器
梁
山
木
市
役
也
い
お
よ
び
飽

彪
の
「
白
時
得
還
、
与
公
開
在
治
、
将
適
梁
山
一
本
也
」
の
注
文
が
見
え
る
。

(
7
〉
間
一
多
の
前
掲
「
社
甫
」
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(
8〉

郁

氏

の

前

記

論

文

、

お

よ

び

同

氏

の

〈

町

中

叢
い
八
四
、
必
ず
け
与
張
約
交
…
〈
吋
市
京
師
院
学
報
に
一

期
)
、
科
山
辺
…

J

白
一
向
入
長
公
排
)
(
中
川
中
華
文
史
論
議
ご
…
斡
)
、

合
人
文
雑
誌
凶
八
四
、
同
期
)
、
李
従
軍

八
七
、
九
期
〉

な
ど
。

(
9
)
 
岡
村
繁
「
李
白
と
そ
の
妻
子
た
ち
し
〈
町
古
田
教
授
退
官
日
記
念
中
国
文

学
論
集
b

八
王
〉
に
詳
細
な
考
察
が
見
え
る
。

(
m
w
〉
例
え
ば
「
贈
任
城
主
簿
」
「
勝
沼
金
郷
二
首
」
「
婚
破
丘
王
少
府
」
「
東

ぬ
W
見
放
博
通
い
「
魯
部
先
制
送
・
賢
明
府
薄
紫
遊
間
京
」
「
送
魯
郡
劉
長
史
選

弘
法
会
い
た
史
」
な
ど
。

(
日
)
寸
一
尚
一
出
雲
山
μ
歌
」
は
信
銀
吋
詩
文
繋
年
h

で
は
、
天
宝
一
一
一
載
李
白
が

葉
山
に
在
っ
て
元
汁
丘
の
東
訴
を
送
っ
た
作
と
さ
れ
、
復
技
大
学
編
宗
十

'
自
詩
選
h

で
は
、
天
宝
五
校
越
の
地
で
一
五
丹
庄
が
草
山
に
お
も
む
く
の
を

送
別
す
る
作
と
さ
れ
る
。
し
か
し
郁
賢
姶
「
李
白
与
一
五
丘
交
汲
考
」
(
芸
一

J

'
日
叢
考
ヒ
は
そ
の
第
九
勾
「
東
求
蓬
莱
復
関
帰
」
が
元
丹
丘
が
長
安
か

ら
東
蒙
山
に
来
て
道
術
を
修
め
た
あ
と
、
ふ
た
た
び
部
の
華
山
に
一
炭
っ
て

ゆ
く
こ
と
を
歌
っ
た
も
の
と
す
る
。
こ
こ
で
は
郁
氏
の
見
解
に
従
う
。

(
ロ
〉
「
間
岳
雲
台
歌
」
「
元
丹
郎
敬
」
「
開
丹
郎
子
於
域
北
営
石
門
幽
居
j

一

つ
鼠
陽
別
一
克
丹
郎
之
川
市
防
」
「
以
詩
代
官
一
回
答
一
克
丹
丘
」
「
酬
ヰ
助
見
尋
、
就

元
丹
丘
、
対
潜
祁
待
、
以
詩
見
招
」
「
与
一
五
丹
丘
方
城
寺
談
玄
作
」
「
尋
高

鳳
石
門
山
中
元
丹
郎
」
「
観
一
元
丹
郎
一
治
山
野
風
」
つ
題
一
克
丹
部
穎
陽
山
鹿
」

「
題
掲
山
逸
人
元
丹
郎
山
間
的
」
「
題
一
克
丹
丘
山
印
刷
」

〈
お
〉
安
旗
「
元
丹
丘
薦
李
出
入
朝
説
」
〈
円
唐
代
文
学
論
叢
』
九
期
、
八
七
〉

(MC
郁
氏
の
前
倒
抑

〈
日
〉
関
村
氏
前
掲
論
文

(

M

W

)

李
白
を
陰
鍔
一
一
ヤ
江
ぞ
ら
え
る
こ
と
に
つ
い
て
、
間
氏
の
「
社
前
」
や

和
出
利
男
氏
の
出
，
社
前
i

i

p
生
保
…
と
文
学
h

八
一
な
ど
は
、
さ
ほ
ど
の
敬

意
を
持
、
げ
た
も
の
で
な
く
、
社
市
が
李
白
の
真
仰
を
十
分
認
識
し
て
い
な

か
っ
た
結
果
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
そ
の
判
断
が
当
を
得
て
お
ら
ず
、

社
市
が
陰
銀
に
深
く
私
淑
し
て
い
た
こ
と
は
、
古
川
幸
次
郎
「
社
前
と
陰

鈍
L

Q
全
集
h

第
十
一
一
巻
〉
の
詳
細
な
記
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

(
げ
〉
一
部
こ
の
よ
う
な
時
間
の
経
過
に
即
し
て
場
拐
を
連
続
的
に
展
開
さ

せ
て
ゆ
く
表
現
方
法
が
、
予
想
外
の
効
果
、
つ
ま
り
写
実
性
を
こ
の
詩
に

色
濃
く
帯
び
さ
ぜ
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
は
注
日
す
る
必
要
が
あ

る
。
こ
の
詩
の
写
実
性
に
つ
い
て
は
陳
飴
撒
氏
の
か
れ
市
評
伝
・
上
匂
に

も
鋭
い
指
摘
が
あ
る
が
、
半
日
以
上
に
わ
た
る
時
間
の
流
れ
の
中
で
、
李

白
臼
身
の
行
動
だ
け
で
な
く
、
そ
の
風
貌
か
ら
内
面
の
心
の
波
立
ち
ま
で

を
も
驚
く
ほ
ど
の
的
確
さ
で
写
し
取
っ
て
ゆ
く
表
現
の
仕
方
は
、
彼
の
全

作
品
中
で
稀
少
の
例
に
揺
す
る
こ
と
は
殊
に
重
要
読
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
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