
杜
甫
の
詩
と
生
活

(五
︶

︱
︱
﹁
現
代
訓
読
文
﹂
で
漢
詩
を
読
む
︵
漢
文
教
育
の
一
探
求
と
し
て
︶

古

川

末

喜

D
U
F
U
(7
1
2
-7
7
0
)̓
S
P
O
E
T
R
Y
A
N
D
H
IS
L
IF
E

(5
)

S
u
e
k
i
F
U
R
U
K
A
W
A

『

要
旨
﹄

本
稿
は
︑
本
誌
前
号
の
﹃
佐
賀
大
学
文
化
教
育
学
部
研
究
論
文
集
﹄
第
十
七
集
第
二
号
︵
二
〇
一
三
年
一
月
︶
に
掲
載
し
た
﹁
杜
甫
の
詩
と
生
活
︵
四
︶
︱
︱
﹁
現
代
訓
読

文
﹂
で
漢
詩
を
読
む
︵
漢
文
教
育
の
一
探
求
と
し
て
︶﹂
の
続
編
で
あ
る
︒

依
拠
し
た
テ
キ
ス
ト
や
訳
注
本
︑
ま
た
体
裁
等
は
前
稿
に
同
じ
で
あ
る
︒
毎
章
の
中
心
に
は
︑
詩
の
原
文
と
そ
の
伝
統
的
な
訓
読
を
示
し
︑
次
に
段
落
を
か
え
て
︑
本
稿
で
新

し
く
試
み
る
現
代
訓
読
文
を
︑
そ
の
後
に
は
︑
注
解
も
含
め
た
解
説
的
な
口
語
訳
を
お
い
て
い
る
︒

詩
の
前
に
は
︑
そ
の
詩
が
書
か
れ
た
い
き
さ
つ
や
︑
そ
の
時
期
の
伝
記
的
状
況
な
ど
を
主
に
記
し
て
い
る
︒

詩
の
後
に
は
︑
詩
の
題
材
や
テ
ー
マ
︑
表
現
の
特
色
な
ど
に
つ
い
て
︑
私
が
感
じ
た
も
の
を
自
由
に
書
き
つ
ら
ね
て
い
る
︒
そ
の
部
分
は
︑
わ
た
し
は
そ
の
と
き
こ
の
詩
を
こ

う
読
ん
だ
︑
こ
う
感
じ
た
と
い
う
個
人
的
な
報
告
に
過
ぎ
ず
︑
こ
の
詩
は
こ
う
読
ん
だ
が
よ
い
な
ど
と
い
う
も
の
で
は
な
い
︒

一

老
体
を

暖
め
ん
に
は

美
女
を
要
す

﹇
2
0
4
2
_
獨
坐
二
首
﹈
其
一

大
暦
二
年
︑
杜
甫
は
米
の
収
穫
の
た
め
夔き

州
し
ゅ
う

の
瀼
じ
ょ
う

西せ
い

宅
か
ら
︑
さ
ら
に
瀼
じ
ょ
う

水す
い

を
さ
か
の
ぼ
っ
た
東と
う

屯と
ん

に
し
ば
ら
く
居
を
移
し
て
い
た
︒
そ
の
間
︑
瀼
西
宅
は
娘
婿
た
ち
に

住
ま
わ
せ
て
い
た
︒
た
だ
東
屯
に
移
り
住
ん
で
い
た
時
期
も
︑
瀼
西
宅
を
経
由
し
て
︑
白
帝
城
下
の
夔
州
の
町
中
に
︑
泊
ま
り
が
け
で
出
か
け
て
い
く
こ
と
が
あ
っ
た
︒
年
が
明

け
る
と
︑
い
よ
い
よ
夔
州
を
出
発
す
る
こ
と
に
な
る
︒
町
に
は
種
々
の
所
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
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次
の
詩
は
︑
そ
の
こ
ろ
ひ
と
り
夔
州
の
町
に
宿
り
な
が
ら
︑
詫
び
住
ま
い
の
思
い
を
歌
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
杜
甫
五
十
六
歳
︑
晩
秋
の
こ
ろ
で
あ
る
︒

獨
坐

二
首

其
一

独ど
く

坐ざ

二に

首し
ゅ

︑
其そ

の
一い
ち

竟
日
雨
冥
冥
︑

竟
き
ょ
う

日じ
つ

雨あ
め

冥め
い

冥め
い

た
り

雙
崖
洗
更
青
︒

双そ
う

崖が
い

洗あ
ら

わ
れ
て
更さ
ら

に
青あ
お

し

水
花
寒
落
岸
︑

水す
い

花か

寒さ
む

く
し
て
岸き
し

に
落お

ち

山
鳥
暮
過
庭
︒

山さ
ん

鳥
ち
ょ
う

暮く

れ
に
庭に
わ

に
過す

ぐ

暖
老
思
燕
玉
︑

老ろ
う

を
暖
あ
た
た

む
る
に

燕え
ん

玉
ぎ
ょ
く

を
思お
も

い

充
饑
憶
楚
萍
︒

飢う

え
を
充み

た
す
に

楚そ

萍へ
い

を
憶お

も

う

胡
笳
在
樓
上
︑

胡こ

笳か

楼ろ
う

上
じ
ょ
う

に
在あ

り

哀
怨
不
堪
聽
︒

哀あ
い

怨え
ん

聴き

く
に
堪た

え
ず

独ひ
と

り

こ
し
を
お
ろ
し
て
坐す
わ

り
お
り

二に

首し
ゅ

︑
其そ

の
一い
ち

ゆ
う
ぐ
れ
ど
き

日ひ

を
竟お

う
る
ま
で
雨あ
め

ふ
っ
て

冥め
い

冥め
い

と

う
す
け
ぶ
り

お
お
か
わ
に

む
か
い
あ
う

双ふ
た

つ
の
崖が
け

あ
め
に
洗あ
ら

わ
れ

更さ
ら

に
青あ
お

し

水か
わ

の
ほ
と
り
に

さ
く
花は

な

は

あ
き
ふ
か
く

寒さ
む

く
し
て

岸き
し

べ
に

ち
り
落お

ち

山や
ま

に
す
む
鳥と
り

暮く

れ
が
た
に

ね
ぐ
ら
も
と
め
て

わ
が
庭に
わ

に

お
と
ず
れ
過よ

ぎ
る

老お

い
た
る

か
ら
だ

暖
あ
た
た

め
ん
と
て

燕え
ん

の
く
に
の

玉た
ま

の
か
ん
ば
せ

思お
も

い
う
か
べ

は
ら
の
飢う

え
を

充み

た
さ
ん
と
て

楚そ

の
く
に
の

萍
う
き
く
さ

の
た
ね

憶お
も

い
お
こ
す

胡え
び
す

よ
り
つ
た
わ
る

笳
あ
し
ぶ
え

の

楼
た
か
ど
の

の
上う
え

に
在あ

っ
て

き
こ
え
く
る

哀か
な

し
く
も

怨う
ら

め
し
き

そ
の
ね
い
ろ

む
ね
ふ
た
が
れ
て

聴き

く
に
堪た

え
ず

｢ひ
と
り
坐
っ
て
物
思
い
に
ふ
け
る
﹂
二
首
︑
そ
の
一

一
日
中
︑
雨
が
降
り
つ
づ
き
︑
こ
の
峡
谷
の
町
は
茫
茫
と
う
す
け
ぶ
っ
て
い
る
︒
長
江
を
左
右
か
ら
︑
せ
ば
め
る
よ
う
に
向
か
い
あ
う
険
し
い
崖
は
︑
雨
に
洗
わ
れ
︑
さ
ら
に

青
い
色
を
呈
し
て
い
る
︒
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水
際
に
咲
く
花
が
︑
寒
い
季
節
を
迎
え
て
岸
辺
に
散
り
落
ち
て
い
る
︒
日
暮
れ
に
な
る
と
︑
山
鳥
が
ね
ぐ
ら
を
求
め
︑
わ
が
家
の
庭
に
訪
れ
く
る
︒

こ
の
老
体
を
暖
め
た
い
と
お
も
う
て
は
︑
燕
の
国
に
多
い
と
い
わ
れ
る
美
女
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
る
︒
ま
た
︑
腹
の
ひ
も
じ
さ
を
満
た
し
た
い
と
お
も
う
て
は
︑
楚
の
国
の

川
に
生
え
る
浮
き
草
の
︑
あ
の
縁
起
の
い
い
伝
説
の
赤
い
実
を
思
い
起
こ
す
︒

高
楼
か
ら
︑
も
と
は
西
北
の
異
民
族
の
楽
器
だ
っ
た
と
い
う
葦
笛
の
音
が
︑
聞
こ
え
て
く
る
︒
そ
の
怨
む
よ
う
な
︑
哀
切
き
わ
ま
り
な
い
音
色
を
聴
い
て
い
る
と
︑
胸
が
つ
ぶ

れ
そ
う
に
な
り
︑
も
う
こ
れ
以
上
聴
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
︒

＊

＊

は
じ
め
の
二
句
は
︑
濛
々
と
し
て
雨
が
終
日
降
り
続
き
︑
そ
の
雨
で
︑
長
江
ま
た
は
瀼
水
の
︑
川
の
両
岸
に
せ
ま
る
崖
が
︑
洗
い
清
め
ら
れ
い
っ
そ
う
青
く
な
っ
た
と
詠
じ

る
︒
季
節
は
秋
の
終
わ
り
ご
ろ
と
思
わ
れ
る
が
︑
夔
州
は
照
葉
樹
林
帯
な
の
で
︑
崖
の
植
生
は
︑
落
葉
樹
は
少
な
く
︑
こ
の
時
期
で
も
青
に
見
え
る
の
だ
ろ
う
︒
ど
こ
と
な
く
わ

び
し
い
景
色
で
あ
る
︒

四
句
め
︑
山
の
鳥
が
ね
ぐ
ら
を
求
め
て
杜
甫
の
庭
を
訪
れ
て
い
る
︒﹁
鳥
﹂︑﹁
暮
﹂
と
来
れ
ば
︑
暮
れ
方
に
鳥
が
巣
に
帰
る
連
想
か
ら
︑
帰
隠
︑
隠
X
を
示
唆
す
る
こ
と
が
多

い
︒
し
か
し
普
通
は
︑
鳥
が
山
の
巣
に
帰
っ
て
い
く
の
を
見
て
︑
他
郷
で
官
に
就
い
て
い
る
作
者
が
︑
本
来
帰
る
べ
き
故
郷
に
自
分
も
早
く
帰
っ
て
い
か
な
く
て
は
︑
と
連
想
す

る
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
︒
し
か
し
こ
の
詩
で
は
︑
そ
ん
な
山
鳥
が
日
暮
れ
に
︑
自
分
の
庭
に
や
っ
て
来
て
い
る
︒
あ
る
い
は
誰
も
訪
れ
ず
鳥
し
か
来
て
い
な
い
︒
と
い
う
の
は
︑
鳥

が
帰
り
行
く
よ
う
な
隠
X
地
に
︑
自
分
が
す
で
に
住
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
つ
ま
り
杜
甫
の
気
持
ち
と
し
て
は
︑
自
分
は
す
で
に
隠
X
地
の
よ
う
な
︑
わ
び
し
い
と
こ

ろ
に
住
ん
で
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
が
五
句
め
に
来
て
︑
杜
甫
の
想
像
す
る
具
体
的
な
も
の
が
描
き
出
さ
れ
る
や
︑
わ
び
し
い
状
況
は
一
変
す
る
︒
一
瞬
我
が
目
を
疑
う
よ
う
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
︒
こ

こ
は
聯
の
構
成
で
言
う
と
︑
起
承
転
結
の
転
の
部
分
だ
か
ら
︑
そ
う
い
う
突
然
の
変
化
も
確
か
に
あ
り
う
る
︒

｢老
を
暖
む
﹂
と
は
︑
老
体
を
暖
め
る
意
味
で
︑
儒
家
経
典
の
﹃
礼ら
い

記き

﹄
内だ
い

則そ
く

編
の
︑
次
の
よ
う
な
記
述
を
踏
ま
え
て
い
よ
う
︒

五
十
始
衰
︑

お
と
こ
は
五
十
に
し
て

始
め
て
衰
お
と
ろ

え
は
じ
む

六
十
非
肉
不
飽
︑

六
十
と
な
れ
ば

肉
に
非あ
ら

ざ
れ
ば

あ
じ
は
飽あ

き
た
ら
ず

七
十
非
帛
不
煖
︑

七
十
と
な
れ
ば

こ
ろ
も
は
帛き
ぬ

を

み
に
つ
く
に
非
ざ
れ
ば

煖
あ
た
た

ま
ら
ず

八
十
非
人
不
煖
︒

八
十
と
な
れ
ば

人
の
ぬ
く
み
を

か
り
る
に
非
ざ
れ
ば

か
ら
だ

煖
ま
ら
ず

最
後
の
﹁
人
に
非
ざ
れ
ば
暖
ま
ら
ず
﹂
は
︑
や
や
抽
象
的
だ
が
︑
漢
の
班
固
の
﹃
白
虎
通
義
﹄
巻
九
十
嫁
娶
編
が
引
用
す
る
﹃
礼
記
﹄
に
な
る
と
︑
も
う
少
し
具
体
的
に
書
い

て
あ
り
︑
何
の
こ
と
か
は
っ
き
り
す
る
︒
今
本
の
﹃
礼
記
﹄
に
は
な
い
文
章
で
あ
る
︒

禮
内
則
曰
︑
妾
雖
老
︑

礼ら
い

︵
記き

︶
の
内だ
い

則そ
く

に
曰い
わ

く

妾
め
か
け

は
老お

ゆ
る
と
雖
い
え
ど

も

未
滿
五
十
︑

未い
ま

だ

と
し
五
十
に
満み

た
ざ
れ
ば

必
預
五
日
之
御
︑

必
ず
五
日
ご
と

と
も
ね
し
て

あ
る
じ
の
と
こ
に

御は
べ

る
こ
と
に

預あ
ず

か
る

滿
五
十
不
御
︒

と
し
五
十
に
満
て
ば

と
も
ね
に
は

御は
べ

ら
ず
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俱
為
助
衰
也
︒

俱と
も

に

ふ
た
り
と
も

衰
お
と
ろ

う
る
を
助
く
る
を

為な

せ
ば
な
り

至
七
十
︑
大
衰
︑

お
と
こ

と
し
七
十
に
至
れ
ば

大
い
に
衰
え

食
非
肉
︑
不
飽
︒

食
い
も
の
は

肉
に
非あ
ら

ざ
れ
ば

あ
じ
に
飽あ

き
た
り
ず

寢
非
人
︑
不
暖
︒

よ
る

寝い
ぬ

る
は

人
の
ぬ
く
み
に
非
ざ
れ
ば

暖
ま
ら
ず

故
七
十
︑
復
開
房
也
︒

故ゆ
え

に

と
し
七
十
と
な
れ
ば

復ま

た

し
め
き
り
の
あ
る
房ね
や

を

あ
ら
た
に
も
う
け

開
く
な
り

こ
れ
ら
儒
家
の
文
献
に
書
い
て
あ
る
こ
と
は
︑
七
十
︑
八
十
の
老
い
た
身
体
に
な
れ
ば
︑
共
寝
し
て
女
性
の
生
身
の
ぬ
く
み
を
借
り
る
の
で
な
け
れ
ば
︑
自
分
で
老
体
を
暖
め

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

そ
れ
で
は
杜
甫
は
︑
ど
の
よ
う
な
人
の
ぬ
く
も
り
を
借
り
る
か
と
い
う
と
︑
そ
れ
は
﹁
燕
玉
﹂
だ
と
い
う
︒﹁
燕
玉
﹂
と
は
︑
燕
の
国
の
生
ま
れ
の
︑
玉
の
よ
う
に
美
し
い
顔

の
女
性
の
意
で
︑
昔
か
ら
楽
府
に
﹁
燕
趙
の
美
女
二
千
人
﹂
な
ど
と
歌
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
美
女
で
あ
る
︒

要
す
る
に
杜
甫
は
︑
五
句
め
で
︑
老
人
の
こ
の
冷
え
切
っ
た
身
体
を
暖
め
る
に
は
︑
自
力
で
は
無
理
で
︑
若
い
女
性
の
添
い
寝
が
必
要
で
あ
り
︑
と
な
れ
ば
美
女
を
輩
出
す
る

と
い
う
燕
国
の
︑
美
し
い
女
性
の
顔
を
思
い
浮
か
べ
る
︑
と
詠
じ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
杜
甫
が
こ
ん
な
こ
と
を
言
い
だ
す
な
ん
て
⁝
⁝
︒

男
女
の
交
わ
り
で
不
老
長
生
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
得
る
と
い
う
発
想
は
︑
根
本
で
は
﹃
易
経
﹄
の
陰
陽
思
想
と
も
関
係
が
あ
り
︑
唐
代
に
は
国
教
と
し
て
隆
盛
を
誇
っ
て
い
た
道

教
の
︑
房
中
術
の
一
つ
で
も
あ
る
︒
も
っ
と
言
え
ば
イ
ン
ド
の
古
代
思
想
と
も
つ
な
が
り
︑
東
洋
的
発
想
の
一
つ
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
杜
甫
は
若
い
と
き
か
ら
︑
同
時
代
の
李
白

や
岑し
ん

参じ
ん

等
と
同
じ
よ
う
に
︑
道
教
に
も
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
︒
道
教
の
聖
地
で
修
道
し
煉
丹
す
る
こ
と
へ
の
憧
憬
は
︑
晩
年
に
い
た
る
ま
で
︑
詩
の
中
で
繰
り
返
し
表
明
さ

れ
て
い
る
︒
儒
教
に
し
ろ
︑
道
教
に
し
ろ
︑
老
体
を
暖
め
る
に
は
婦
女
の
助
け
が
必
要
と
い
う
観
念
は
︑
当
時
と
し
て
は
普
通
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
︒

と
こ
ろ
で
こ
の
五
句
め
は
︑
六
句
め
と
の
対
で
書
か
れ
て
い
る
︒
Ａ
と
い
う
こ
と
で
は

と
い
う
も
の
が
あ
り
︑
Ｂ
と
い
う
こ
と
で
は

と
い
う
も
の
が
あ
る
︑
と
い
う
図

a

b

式
の
な
か
で
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
一
種
の
ブ
ラ
ン
ド
も
の
を
列
挙
し
て
い
く
や
り
方
で
あ
る
︒
律
詩
で
よ
く
使
わ
れ
る
句
法
だ
が
︑
も
の
知
り
の
杜
甫
は
︑
と
く
に
こ
う
い
う
時
︑
名

高
い
ブ
ラ
ン
ド
品
を
次
々
と
挙
げ
て
い
く
︒
だ
か
ら
こ
こ
は
︑
飢
え
を
満
た
す
と
い
う
こ
と
で
は
︑
あ
の
楚
の
萍
の
実
が
挙
げ
ら
れ
る
し
︑
老
体
を
暖
め
る
と
い
う
こ
と
で
は
︑

あ
の
燕
国
の
玉
顔
の
美
女
が
あ
る
と
︑
そ
れ
ぞ
れ
有
名
ど
こ
ろ
の
典
故
を
列
挙
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
︑
と
い
う
側
面
も
あ
る
︒
し
か
も
老
体
を
暖
め
る
と
い
っ
て
も
︑
儒
教
の

教
え
か
ら
外
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒

た
だ
問
題
は
︑
そ
れ
を
︑
詩
に
書
く
か
ど
う
か
で
あ
る
︒
し
か
も
他
人
の
事
柄
や
一
般
的
な
知
識
と
し
て
で
は
な
く
︑
あ
る
日
あ
る
時
の
︑
自
分
の
差
し
迫
っ
た
問
題
と
し

て
︑
そ
れ
が
言
い
過
ぎ
な
ら
︑
自
分
が
実
際
に
思
っ
た
こ
と
と
し
て
︑
詩
の
中
に
書
き
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
︒
心
ひ
そ
か
に
思
う
こ
と
と
︑
そ
れ
に
言
葉
を
与
え
て
外
在
化

し
︑
誰
に
で
も
見
え
る
詩
の
形
に
す
る
こ
と
と
は
︑
決
定
的
に
違
う
︒
た
と
え
ば
酒
の
席
で
︑
好
ん
で
そ
う
い
う
こ
と
を
話
題
に
す
る
よ
う
な
人
も
︑
お
そ
ら
く
詩
の
題
材
に
上

せ
る
な
ど
と
は
︑
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
ろ
う
︒
そ
う
い
う
生
々
し
い
こ
と
が
ら
は
︑
普
通
は
士
大
夫
の
詩
で
は
表
現
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
杜
甫
は
そ
れ
を
さ
ら
り

と
詩
に
作
っ
て
み
せ
た
︒

杜
甫
に
︑
な
ぜ
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
た
の
か
︒
そ
れ
は
詩
人
の
個
性
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒
し
か
も
そ
の
個
性
は
︑
当
時
の
人
に
近
い
と
言
う
よ
り
は
︑
む
し
ろ
近
代

人
の
我
々
に
近
い
感
覚
で
あ
る
︒
な
ぜ
千
三
百
年
も
の
時
空
を
越
え
て
︑
そ
う
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
か
︒
そ
れ
は
杜
甫
が
時
代
か
ら
突
き
抜
け
た
︑
感
性
の
持
ち
主
で
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あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒

詩
の
最
後
は
︑
う
ら
め
し
く
も
悲
し
い
葦
笛
の
音
が
︑
高
楼
か
ら
聞
こ
え
来
て
︑
寂
し
さ
で
胸
が
ふ
さ
が
っ
て
し
ま
う
と
結
ぶ
︒
そ
の
わ
び
し
い
情
調
は
︑
前
半
と
呼
応
し
一

致
す
る
︒
と
す
れ
ば
︑
起
承
転
結
の
転
の
部
分
だ
け
が
︑
美
女
が
い
い
と
か
︑
萍
の
実
が
い
い
と
か
︑
欲
求
す
る
︑
否
︑
想
像
す
る
中
身
を
描
き
出
し
て
︑
突
出
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
︒
あ
た
か
も
︑
暗
く
静
か
だ
っ
た
山
容
か
ら
︑
赤
い
マ
グ
マ
が
一
瞬
の
噴
火
で
噴
き
上
が
り
︑
す
ぐ
さ
ま
鎮
静
化
し
て
︑
も
と
の
静
か
な
山
の
姿
に
も
ど
る
か
の
よ
う
で

あ
る
︒

杜
甫
に
こ
ん
な
句
が
あ
る
こ
と
を
︑
知
ら
な
い
方
が
よ
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
山
の
噴
火
で
わ
れ
わ
れ
は
︑
地
球
の
本
当
の
姿
に
一
歩
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
︒

こ
の
詩
の
一
句
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
よ
り
深
い
杜
甫
理
解
に
ひ
と
つ
迫
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
れ
は
︑
人
間
味
の
あ
る
︑
よ
り
我
々
に
近
い
生
身
の
詩
人
の
姿
で
あ
る
︒
し

か
し
︑
そ
う
い
う
我
々
と
等
身
大
の
人
間
が
︑
実
は
あ
あ
い
う
壮
絶
な
生
き
様
を
し
て
︑
多
く
の
名
作
を
残
し
て
い
る
こ
と
に
思
い
至
れ
ば
︑
そ
の
こ
と
が
か
え
っ
て
︑
我
々
常

人
と
は
違
う
杜
甫
の
す
ご
さ
を
︑
見
せ
つ
け
る
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
︒

二

い
ま
だ
妻
子
を

捨
つ
る
あ
た
わ
ず

﹇
2
0
5
5
_
謁
真
諦
寺
禪
師
﹈

唐
代
は
︑
玄
奘
が
イ
ン
ド
か
ら
仏
典
を
持
ち
帰
っ
て
︑
多
様
な
仏
教
思
想
が
発
展
し
︑
則
天
武
后
が
道
教
よ
り
も
仏
教
を
優
先
さ
せ
︑
寺
院
も
多
く
作
ら
れ
︑
中
国
仏
教
の
最

盛
期
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒

詩
人
で
は
︑
王
維
が
﹁
詩
仏
﹂︑
李
白
が
﹁
詩
仙
﹂︑
杜
甫
が
﹁
詩
聖
﹂
と
称
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
そ
の
な
か
で
も
杜
甫
の
仏
教
へ
の
熱
心
さ
は
︑
彼
を
﹁
詩
聖
﹂
と
呼
ぶ
よ

り
は
﹁
詩
仏
﹂
と
呼
ん
だ
ほ
う
が
い
い
ぐ
ら
い
だ
︑
と
い
う
意
見
さ
え
あ
る
︵
郭
沫
若
﹃
李
白
与
杜
甫
﹄︶︒

た
し
か
に
︑
青
年
期
か
ら
晩
年
ま
で
一
生
を
通
じ
て
︑
杜
甫
の
仏
教
に
関
す
る
言
及
は
少
な
く
な
い
︒
杜
甫
の
育
っ
た
家
庭
環
境
も
仏
教
信
仰
に
篤
か
っ
た
︒
そ
し
て
彼
自

身
︑
旅
の
な
か
で
各
地
の
寺
院
を
訪
問
し
︑
多
く
の
仏
僧
と
交
流
し
︑
仏
法
を
求
め
参
禅
し
た
︒
禅
宗
だ
け
で
は
な
く
浄
土
宗
へ
の
関
心
も
深
か
っ
た
︒

中
国
の
士
大
夫
は
︑
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
科
挙
の
試
験
に
備
え
︑
儒
教
経
典
を
そ
ら
ん
じ
︑
経
学
を
学
ん
だ
︒
か
く
て
二
︑
三
十
年
も
す
る
と
︑
経
世
済
民
の
抱
負
に
燃
え
る
︑

有
為
の
青
年
官
僚
と
な
っ
て
い
た
︒
だ
が
官
界
で
行
き
詰
ま
り
︑
左
遷
の
憂
き
目
に
も
あ
う
と
︑
老
荘
思
想
や
隠
X
に
ひ
か
れ
︑
そ
の
一
方
︑
日
常
生
活
で
は
現
世
の
御
利
益
を

得
る
た
め
に
も
道
教
の
神
々
を
祭
っ
た
︒
齢
を
重
ね
︑
何
度
も
不
幸
に
見
舞
わ
れ
︑
人
生
の
不
条
理
や
死
に
つ
い
て
考
え
始
め
る
と
︑
仏
教
に
傾
く
︒
こ
れ
は
︑
あ
く
ま
で
単
純

化
し
た
場
合
で
︑
必
ず
し
も
そ
の
通
り
に
継
起
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒
が
︑
そ
れ
ら
の
思
想
が
衝
突
す
る
こ
と
な
く
同
居
し
て
い
る
の
が
︑
中
国
士
大
夫
の
精
神
世
界
で
は
な
か

ろ
う
か
︒
士
大
夫
は
そ
の
場
面
場
面
で
︑
そ
の
都
度
︑
最
も
有
効
な
思
想
を
取
り
だ
し
︑
そ
れ
を
頼
り
に
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
︒

杜
甫
と
て
そ
の
例
外
で
は
な
い
︒
た
だ
杜
甫
に
仏
教
へ
の
言
及
が
と
り
わ
け
多
く
見
え
る
の
は
︑
彼
の
詩
人
と
し
て
の
資
質
に
も
よ
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
︒
他
の
人
が
仏
教
に

対
す
る
自
己
の
心
情
表
現
を
タ
ブ
ー
と
感
じ
︑
そ
れ
を
敢
え
て
詩
に
表
さ
な
い
と
き
で
も
︑
杜
甫
は
赤
裸
々
に
詩
に
う
た
う
︒
仏
教
に
限
ら
な
い
が
︑
一
生
の
後
先
で
︑
互
い
に

矛
盾
し
︑
齟
齬
を
き
た
す
よ
う
な
心
の
在
り
様
を
︑
あ
る
が
ま
ま
に
み
つ
め
︑
そ
の
ま
ま
詩
に
描
い
て
い
く
︑
杜
甫
は
そ
う
い
う
タ
イ
プ
の
詩
人
だ
っ
た
︒
だ
か
ら
︑
多
い
の
は

仏
教
へ
の
発
言
に
限
ら
な
い
︒
儒
教
は
言
う
に
及
ば
ず
︑
老
荘
︑
道
教
へ
の
言
及
も
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
︒

古 川 末 喜(5)264



次
の
詩
は
︑
大
暦
二
年
の
秋
か
冬
︑
夔
州
で
作
ら
れ
て
い
る
︒

謁
真
諦
寺
禪
師

真し
ん

諦た
い

寺じ

の
禅ぜ
ん

師じ

に
謁え
っ

す

蘭
若
山
高
處
︑

蘭ら
ん

若に
ゃ

は

山さ
ん

高こ
う

の
処

と
こ
ろ

煙
霞
嶂
幾
重
︒

煙え
ん

霞か

嶂
し
ょ
う

幾い
く

重
ち
ょ
う

ぞ

凍
泉
依
細
石
︑

凍と
う

泉せ
ん

は

細さ
い

石せ
き

に
依よ

り

晴
雪
落
長
松
︒

晴せ
い

雪せ
つ

は

長
ち
ょ
う

松
し
ょ
う

よ
り
落お

つ

問
法
看
詩
妄
︑

法ほ
う

を
問と

え
ば

詩し

を
看み

る
に
妄も
う

な
り

觀
身
向
酒
慵
︒

身み

を
観か

ん

ず
れ
ば

酒さ
け

に
向む

か
い
て
慵

も
の
う

し

未
能
割
妻
子
︑

未い
ま

だ

妻さ
い

子し

を
割さ

く
能あ

た

わ
ざ
る
も

卜
宅
近
前
峰
︒

卜ぼ
く

宅た
く

前ぜ
ん

峰ぽ
う

に
近ち
か

し

真し
ん

諦た
い

寺じ

を
た
ず
ね

と
く
た
か
き

ぼ
う
さ
ま
の

禅ぜ
ん

師じ

に
謁ま
み

ゆ

こ
の
蘭て

若ら

は

お
く
ぶ
か
き
山や
ま

い
と
高た
か

き

処
と
こ
ろ

に
ぞ
あ
る

煙も
や

や
霞
か
す
み

の

た
な
び
く
な
か

け
わ
し
き
嶂み
ね

み
ね

幾い
く

重え

に
ぞ

か
さ
な
る

凍こ
お

る
泉

い
ず
み

は

み
ず
の

と
け
い
で

細こ
ま

か
な
石い

し

に

依よ

り
そ
う
て

な
が
る

そ
ら
晴は

れ
て

雪ゆ
き

き
ら
き
ら
と

長た
か

き
松ま
つ

の

こ
ず
え
よ
り

ち
り
落お

つ

ほ
と
け
の
法み

ち

を

問と

う
て
み
れ
ば

詩し

を

看み

る
こ
と
は

妄み
だ

り
な
り

う
つ
し
身み

を

さ
と
り
て
観み

れ
ば

酒さ
け

に
向む

か
い
て

慵
も
の
う

く
お
も
う

未い
ま

だ
妻つ
ま

子こ

へ

お
も
い
を
た
ち
割き

り

ほ
と
け
の
も
ん
に

い
る
こ
と
能あ
た

わ
ず

宅た
く

ち
を
卜う

ら

な
い

さ
だ
め
た
る
す
み
か

お
て
ら
の
前ま

え

の

峰み
ね

に

や
や

近ち
か

か
ら
ん

｢真
諦
寺
を
た
ず
ね
︑
徳
の
高
い
僧
侶
に
お
目
に
か
か
っ
た
﹂

こ
の
お
寺
は
︑
人
里
離
れ
た
静
か
な
︑
山
の
高
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
︑
遠
く
靄
や
霞
が
か
か
る
と
こ
ろ
に
は
︑
障
壁
の
よ
う
に
立
ち
は
だ
か
る
峰
々
が
︑
幾
重
に
も
重
な
り
連

な
っ
て
い
る
の
が
見
え
る
︒
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清
浄
な
寺
の
境
内
に
は
︑
凍
て
つ
い
た
泉
か
ら
水
が
融
け
だ
し
︑
小
さ
な
石
に
沿
い
な
が
ら
流
れ
下
っ
て
い
る
︒
古
び
た
高
い
松
の
木
の
梢
に
積
も
っ
た
雪
が
︑
晴
れ
間
の
日

の
光
を
受
け
な
が
ら
︑
ぱ
ら
ぱ
ら
と
散
り
落
ち
て
い
る
︒

仏
の
道
を
問
う
て
︑
ふ
か
く
心
に
考
え
れ
ば
︑
詩
と
い
う
も
の
が
︑
で
た
ら
め
な
も
の
だ
と
わ
か
る
︒
仏
の
教
え
に
そ
っ
て
︑
こ
の
身
の
け
が
れ
に
思
い
至
れ
ば
︑
好
き
な
酒

に
も
︑
心
が
動
か
さ
れ
ず
︑
飲
む
の
さ
え
も
の
う
く
な
っ
て
く
る
︒

し
か
し
︑
わ
た
し
は
い
ま
だ
に
妻
子
へ
の
情
愛
を
断
ち
切
っ
て
︑
出
家
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
︒
と
は
い
え
こ
の
夔
州
の
瀼
西
で
︑
新
た
に
家
を
定
め
た
と
こ
ろ
は
︑

白
帝
城
の
騒
が
し
い
城
内
か
ら
遠
く
︑
ま
る
で
隠
X
の
地
の
よ
う
な
場
所
で
あ
る
︒
だ
か
ら
真
諦
寺
の
前
の
奥
深
い
山
に
︑
い
く
ら
か
で
も
近
い
と
言
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い

か
︒

＊

＊

前
半
四
句
め
ま
で
は
︑
寺
の
あ
る
場
所
と
︑
そ
の
境
内
の
様
子
を
描
く
︒
普
通
の
景
物
描
写
で
あ
る
︒
凍
て
つ
く
泉
︑
日
光
に
き
ら
め
く
雪
片
な
ど
は
︑
こ
の
禅
師
の
高
潔
な

徳
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
寺
の
詩
で
は
︑
よ
く
あ
る
描
写
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
後
半
四
句
は
︑
人
事
に
関
す
る
内
容
だ
が
︑
驚
く
べ
き
極
端
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
︒

ま
ず
五
句
め
で
︑
仏
の
説
く
教
え
に
よ
れ
ば
︑
詩
が
妄
言
︑
虚
語
だ
と
見
て
と
れ
る
と
い
う
︒
詩
は
︑
想
像
力
︑
空
想
力
を
存
分
に
発
揮
し
︑
時
に
は
虚
構
を
ま
じ
え
る
も
の

だ
か
ら
︑
仏
教
の
道
理
か
ら
す
れ
ば
︑
詩
は
妄み
だ

り
な
も
の
だ
と
な
っ
て
し
ま
う
︒
特
に
杜
甫
の
詩
は
︑
イ
メ
ー
ジ
が
暴
走
し
た
り
︑
極
端
な
対
照
や
誇
張
が
行
わ
れ
た
り
す
る
︒

そ
の
こ
と
は
作
者
の
杜
甫
自
身
が
よ
く
知
っ
て
い
る
︒﹁
妄
語
し
な
い
こ
と
﹂
は
︑
在
家
の
仏
教
信
者
が
守
る
べ
き
五
戒
の
一
つ
で
も
あ
る
︒
そ
れ
ぐ
ら
い
は
︑
杜
甫
で
も
若
い

時
か
ら
知
っ
て
い
た
ろ
う
︒
私
が
注
目
し
た
い
の
は
︑
詩
は
我
が
家
の
家
業
と
し
て
︑
人
生
の
後
半
を
詩
人
と
し
て
生
き
て
き
た
杜
甫
が
︑
こ
ん
な
こ
と
を
言
明
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
︒
し
か
も
詩
は
妄
で
あ
る
と
︑
わ
ざ
わ
ざ
詩
を
作
っ
て
︑
詩
の
中
で
述
べ
て
い
る
こ
と
だ
︒
い
っ
た
い
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
︒

ま
た
六
句
め
で
は
︑
仏
法
に
の
っ
と
っ
て
我
が
身
を
見
て
く
れ
ば
︑
酒
に
対
し
て
お
っ
く
う
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
︒
こ
こ
は
︑
五
句
め
と
の
対
で
︑
仏
法
に
よ
れ
ば
酒
が
人

を
懶
惰
に
さ
せ
る
も
の
だ
と
わ
か
っ
た
︑
と
い
う
方
向
で
の
解
釈
も
あ
り
う
る
︒
そ
れ
は
と
も
か
く
﹁
酒
を
飲
ま
な
い
こ
と
﹂
も
︑
在
家
信
者
の
五
戒
の
一
つ
で
あ
る
︒
驚
き
な

の
は
︑
ほ
と
ん
ど
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
と
も
言
え
る
酒
好
き
の
杜
甫
が
︑
こ
ん
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
杜
甫
は
こ
の
あ
と
も
︑
酒
を
断
つ
こ
と
が
出
来

な
か
っ
た
し
︑
酒
を
飲
む
詩
や
︑
酒
を
催
促
す
る
詩
は
い
く
ら
で
も
書
い
た
︒
あ
る
い
は
こ
の
詩
だ
っ
て
︑
す
で
に
も
う
一
杯
引
っ
か
け
て
︑
作
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
の

だ
︒
そ
れ
な
の
に
︑
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
詩
に
書
く
の
か
︒

五
年
前
︑
杜
甫
は
梓
州
の
あ
る
お
寺
で
文
公
と
い
う
高
僧
に
会
い
︑
仏
教
の
絶
対
的
真
理
を
知
り
た
い
と
願
っ
た
︒﹇
1
1
4
5
_文
公
に
︑
て
ら
の
上
方
に
て
謁ま
み

ゆ
﹈
の
詩
に
次
の

よ
う
に
う
た
う
︒

甫
也
南
北
人
︑

甫ほ

や

お
ま
え
は
南
み
な
み

と
北き
た

に

な
が
れ

さ
す
ら
う

た
び
人び
と

な
り

⁝
⁝

久
遭
詩
酒
汚
︑

久ひ
さ

し
く

詩し

と
酒さ
け

の

う
き
よ
の
汚け
が

れ
に

め
ぐ
り
遭あ

い

⁝
⁝

願
聞
第
一
義
︑

願ね
が

わ
く
は

ほ
と
け
の

第だ
い

一い
ち

義ぎ

の

お
し
え
を
聞き

い
て
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迴
向
心
地
初
︒

心
地

こ

こ

ろ

の
初は
じ

め
に

あ
た
ま
を
迴め
ぐ

ら
し

さ
し
向む

け
ん
こ
と
を

杜
甫
は
こ
の
な
か
で
︑
自
分
自
身
は
な
が
ら
く
詩
と
酒
に
ふ
け
っ
て
き
て
︑
仏
の
お
し
え
か
ら
す
れ
ば
身
が
汚
れ
て
い
る
の
だ
︑
と
述
べ
て
い
る
︒

同
じ
梓
州
で
の
こ
と
︑
牛
頭
山
に
あ
る
牛
頭
寺
を
訪
れ
て
詩
を
作
り
︵﹇
1
2
1
1
_牛
頭
寺
に
上
る
﹈︶︑
ま
た
下
山
し
て
詩
を
作
っ
た
︵﹇
1
2
1
2
_牛
頭
寺
を
望
む
﹈︶︒

休
作
狂
歌
老
︑

狂く
る

う
が
ご
と
き

歌う
た

を
つ
く
る

老
お
い
ぼ
れ

に
作な

り
ゆ
く
を

休や

め
よ

迴
看
不
住
心
︒

ほ
と
け
を
ま
な
び

も
の
に
住と
ら

わ
れ
ざ
る
心
こ
こ
ろ

を
ば

い
ま
い
ち
ど

ふ
り
迴か
え

り
看み

よ

杜
甫
は
こ
の
詩
で
︑
気
違
い
歌
の
よ
う
な
詩
を
作
り
続
け
︑
こ
の
ま
ま
老
い
て
い
く
の
を
や
め
よ
と
︑
自
分
に
言
い
聞
か
せ
︑
仏
の
教
え
の
無む

執
し
ゅ
う

着
じ
ゃ
く

を
︑
今
一
度
学
ば
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
︒
し
か
し
結
局
は
︑
詩
も
酒
も
︑
や
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
⁝
⁝
そ
し
て
妻
子
も
捨
て
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒

さ
て
︑
そ
れ
を
述
べ
た
七
句
め
の
言
い
方
が
強
烈
で
︑
我
々
を
ド
キ
リ
と
さ
せ
る
︒
普
通
は
こ
ん
な
生
々
し
い
表
現
は
︑
詩
で
は
な
さ
れ
な
い
︒
妻
子
を
捨
て
る
と
い
う
形

は
︑
仏
門
に
限
ら
ず
︑
道
教
の
修
行
に
専
念
す
る
と
き
︑
隠
X
す
る
と
き
︑
戦
争
で
忠
義
に
身
を
投
じ
る
と
き
な
ど
︑
さ
ま
ざ
ま
な
場
合
が
あ
る
︒
用
い
ら
れ
る
漢
字
も
い
ろ
い

ろ
だ
が
︑
目
的
語
を
﹁
妻
子
﹂
と
し
た
場
合
に
限
っ
て
も
︑﹁
割
く
﹂
の
ほ
か
︑﹁
捨
つ
﹂﹁
棄
つ
﹂﹁
捐す

つ
﹂
な
ど
の
動
詞
が
︑
仏
典
や
そ
の
他
の
文
献
で
は
︑
よ
く
用
い
ら
れ
て

い
る
︒
し
か
し
そ
の
い
ず
れ
の
場
合
も
︑
杜
甫
以
前
に
︑
詩
の
中
で
﹁
妻
子
を
︑
割
く
︑
捨
つ
︑
棄
つ
︑
捐
つ
﹂
な
ど
と
い
う
言
い
方
を
し
た
詩
人
は
い
な
い
︒

ま
た
杜
甫
は
こ
の
時
期
︑
夔
州
の
始
興
寺
で
︑
李
秘
書
と
い
う
人
か
ら
︑
天
台
宗
の
仏
典
﹃
摩ま

訶か

止し

観か
ん

﹄
の
教
え
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
︵﹇
1
9
3
1
_別
李
秘
書
始
興
寺
所

居
﹈︶︒重

聞
西
方
止
觀
經
︑

西さ
い

方ほ
う

の
ほ
と
け

止し

観か
ん

経
き
ょ
う

の
お
し
え
を

重か
さ

ね
て
聞き

け
ば

老
身
古
寺
風
泠
泠
︒

老お

い
た
る
わ
が
身み

古ふ
る

寺で
ら

に
い
て

風か
ぜ

は
き
よ
く

泠れ
い

泠れ
い

と
ふ
く

妻
兒
待
米
且
歸
去
︑

妻つ
ま

や
児こ

は

米こ
め

も
ち
か
え
る

わ
れ
を
待ま

て
ば

ひ
と
ま
ず
は

且
し
ば
ら

く
帰か
え

り
去さ

ら
ん

他
日
杖
藜
來
細
聽
︒

他ほ
か

の
日ひ

に

藜
あ
か
ざ

の
つ
え
を

杖つ
え

つ
き
て

ま
た
来き

た
り
て

細こ
ま

か
に

は
な
し
を
聴き

か
ん

こ
の
よ
う
に
︑
こ
の
時
も
始
興
寺
で
︑
妻
子
へ
の
断
ち
切
れ
ぬ
未
練
を
︑
詩
に
詠
じ
て
い
た
︒

｢妻
子
を
割
く
﹂
と
い
う
表
現
に
戻
ろ
う
︒
杜
甫
は
こ
の
詩
で
仏
門
に
帰
依
で
き
る
か
ど
う
か
︑
そ
の
た
め
の
条
件
が
ク
リ
ア
で
き
る
か
ど
う
か
︑
そ
の
内
心
の
�
藤
を
は
っ

き
り
言
葉
に
出
し
︑
問
題
の
所
在
︑
矛
盾
を
突
出
さ
せ
︑
そ
れ
を
鋭
利
か
つ
直
截
な
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
︒
こ
う
い
う
敏
感
な
問
題
は
︑
普
通
な
ら
ば
い
く
ら
か
ヴ
ェ
ー
ル
で

覆
い
隠
し
︑
曖
昧
模
糊
と
し
て
︑
も
う
少
し
温
和
な
形
で
表
現
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
杜
甫
に
は
遠
慮
が
な
い
︒
あ
る
意
味
え
げ
つ
な
い
︒
や
り
す
ぎ
と
感
じ
る
人
も

い
た
だ
ろ
う
︒
本
質
を
単
刀
直
入
に
突
く
︒
そ
こ
が
︑
い
か
に
も
杜
甫
ら
し
い
︒
が
︑
そ
こ
が
人
に
嫌
厭
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
ろ
う
︒
し
か
し
千
三
百
年
の
長
い
年
月
を

経
た
今
で
は
︑
か
え
っ
て
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
詩
人
の
魅
力
と
な
っ
て
い
る
︒

こ
の
詩
は
︑
寺
で
高
僧
の
話
を
聞
き
︑
詩
作
り
が
み
だ
ら
な
も
の
だ
と
わ
か
り
︑
好
き
な
酒
に
も
気
乗
り
が
し
な
く
な
っ
た
が
︑
そ
れ
で
も
や
は
り
︑
妻
子
へ
の
情
愛
は
断
ち

切
れ
な
い
︑
と
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
︒
仏
道
へ
入
門
す
る
こ
と
は
私
に
は
無
理
で
す
と
︑
高
僧
に
対
し
て
敗
北
宣
言
を
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
あ
る
い
は
居
直
り
と
も
取
れ

る
︒
こ
ん
な
詩
を
︑
杜
甫
は
こ
こ
で
始
め
て
作
っ
た
の
で
は
な
い
︒
こ
れ
ま
で
の
人
生
で
︑
足
跡
を
残
し
て
き
た
至
る
と
こ
ろ
で
︑
当
地
の
名
刹
に
遊
び
︑
僧
と
交
流
を
持
ち
︑

仏
教
へ
の
傾
倒
を
表
明
し
て
き
た
︒
そ
し
て
︑
世
俗
の
縁
を
捨
て
去
っ
て
仏
門
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
︑
何
度
も
確
認
し
て
き
た
︒
こ
れ
は
杜
甫
に
は
︑
も
う
ほ
と
ん
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ど
想
定
で
き
る
問
題
提
起
と
︑
そ
れ
へ
の
回
答
で
あ
る
︒
な
ぜ
そ
う
い
う
こ
と
を
繰
り
返
す
の
か
︒
結
果
が
わ
か
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
仏
門
に
入
る
手
前
︑
ぎ
り
ぎ
り

の
所
ま
で
︑
僧
に
導
か
れ
て
い
き
た
い
誘
惑
に
か
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
仏
教
は
杜
甫
を
惹
き
付
け
る
の
で
あ
る
︒

た
だ
こ
こ
で
一
つ
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
︑
杜
甫
を
と
ら
え
た
の
は
︑
仏
教
だ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
道
家
思
想
や
隠
�
思
想
に
も
︑

同
じ
よ
う
に
最
後
ま
で
心
ひ
か
れ
た
︒
こ
の
三
者
に
共
通
す
る
の
は
︑
俗
世
を
棄
て
︑
俗
塵
に
ま
み
れ
た
種
々
の
煩
悩
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
と
い
う
こ
と
は
杜
甫

が
︑
そ
れ
ほ
ど
煩
悩
多
き
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
が
言
い
過
ぎ
な
ら
︑
自
己
を
み
つ
め
︑
内
な
る
煩
悩
に
︑
真
面
目
に
向
か
い
合
う
こ
と
の
で
き
る
詩
人
︑

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
結
果
︑
杜
甫
は
解
脱
で
き
な
い
煩
悩
に
︑
一
生
悩
み
続
け
︑
そ
の
悩
む
姿
を
あ
り
の
ま
ま
詩
に
描
き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
そ

こ
が
ま
た
︑
凡
夫
で
あ
る
我
々
読
者
の
共
感
を
呼
ぶ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

三

詩
も
て

わ
が
名
の
誉
れ
の

上
が
ら
ん
や

﹇
1
4
5
0
_
旅
夜
書
懷
﹈

永
泰
元
年
︵
七
六
五
︶︑
五
十
四
歳
に
な
る
杜
甫
は
︑
成
都
郊
外
の
浣か
ん

花か

草
堂
を
去
り
︑
岷び
ん

江こ
う

を
船
で
下
っ
て
い
っ
た
︒
楽
山
を
経
て
︑
宜ぎ

賓ひ
ん

に
至
る
と
︑
岷
江
は
長
江
本
流

に
合
流
す
る
︒
重
慶
ま
で
下
る
と
︑
長
江
は
涪ほ
う

江こ
う

︑
嘉
陵
江
の
大
き
な
支
流
を
受
け
入
れ
て
︑
三
峡
に
向
か
う
︒
三
峡
に
至
る
前
︑
杜
甫
は
忠
州
に
し
ば
ら
く
滞
在
し
︑
初
秋
七

月
の
こ
ろ
︑
雲
安
へ
下
っ
て
い
っ
た
︒
雲
安
ま
で
行
く
と
︑
夔
州
は
も
う
目
の
前
で
︑
三
峡
は
夔
州
か
ら
始
ま
る
︒
こ
の
詩
は
そ
の
忠
州
か
ら
雲
安
に
下
る
︑
途
中
で
の
作
と
考

え
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
が
実
は
今
日
の
通
説
で
あ
る
︒︵
七
七
〇
年
三
月
︑
船
で
洞
庭
湖
の
南
の
湘
江
を
︑
衡
陽
か
ら
長
沙
に
行
く
と
き
の
作
と
す
る
宋
代
の
説
も
あ
る
︒︶

し
か
し
こ
の
通
説
だ
と
︑
詩
中
の
﹁
星
は
垂
れ
て
平
野
は
闊ひ
ろ

し
﹂
の
描
写
が
︑
忠
州
・
雲
安
の
峡
谷
地
帯
に
著
し
く
そ
ぐ
わ
な
い
︒
そ
こ
に
端
を
発
し
て
︑
松
原
朗
氏
は
︑
新

た
に
こ
の
詩
の
制
作
時
期
を
考
証
し
た
︵﹁
杜
甫
﹃
旅
夜
書
懐
﹄
詩
の
制
作
時
期
に
つ
い
て
﹂
一
九
九
〇
年
︶︒

氏
は
こ
の
詩
の
制
作
時
期
を
︑
大
暦
三
年
︵
七
六
八
︶
の
春
︑
三
峡
を
抜
け
出
て
江
陵
へ
下
る
長
江
の
一
段
だ
と
す
る
︒
周
到
な
考
証
を
踏
ま
え
る
氏
の
論
点
は
多
岐
に
わ
た

る
︒
主
な
論
点
の
み
︑
私
な
り
に
ま
と
め
直
せ
ば
︑﹁
細
草
﹂
は
︑
詩
で
は
ほ
と
ん
ど
春
に
用
い
ら
れ
︑
秋
で
は
な
い
こ
と
︒﹁
平
野
闊
﹂
が
忠
州
か
ら
雲
安
の
景
観
に
合
致
し
な

い
こ
と
は
︑
杜
甫
の
他
の
詩
や
︑
同
時
代
の
他
の
詩
人
の
表
現
か
ら
も
確
認
で
き
る
こ
と
︒﹁
大
江
﹂
は
も
っ
ぱ
ら
湘
江
を
除
く
長
江
水
系
に
し
か
使
用
さ
れ
な
い
こ
と
︒
就
官

を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
い
﹁
老
病
﹂
の
状
態
が
雲
安
以
前
に
は
無
く
︑
夔
州
以
後
の
こ
と
で
あ
り
︑
療
養
中
の
雲
安
期
に
お
い
て
さ
え
も
︑
ま
だ
官
界
へ
の
復
帰
に
意
欲
を
示
し

て
い
る
こ
と
︑
等
々
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑﹁
細
草
﹂﹁
平
野
闊
﹂﹁
老
病
﹂
の
状
況
は
︑
七
六
九
年
以
後
の
︑
湘
江
を
上
り
下
り
す
る
時
期
に
も
あ
り
得
る
が
︑
湘
江
を
﹁
大
江
﹂

と
詠
っ
て
い
る
用
例
が
杜
甫
に
は
な
い
こ
と
か
ら
︑
そ
の
可
能
性
は
無
く
な
り
︑
七
六
八
年
の
︑
三
峡
を
抜
け
て
江
陵
へ
下
る
一
段
に
し
ぼ
ら
れ
て
く
る
︑
と
氏
は
結
論
づ
け

る
︒私

に
は
︑
こ
の
松
原
説
は
ほ
と
ん
ど
覆
し
よ
う
の
な
い
も
の
に
見
え
る
︒
杜
甫
は
大
暦
三
年
の
正
月
中
旬
に
夔
州
を
去
り
︑
三
峡
を
抜
け
出
た
と
こ
ろ
で
宜ぎ

昌
し
ょ
う

︑
さ
ら
に
宜ぎ

都と

︑
松
し
ょ
う

滋じ

を
経
て
︑
二
月
に
江
陵
に
着
い
て
い
る
︒
宜
都
を
通
過
し
︑
松
滋
か
ら
江
陵
に
到
る
間
に
︑
た
し
か
に
詩
に
言
う
よ
う
な
平
野
が
豁
然
と
広
が
る
︒

私
は
こ
の
松
原
説
を
踏
ま
え
て
︑
さ
ら
に
若
干
の
調
整
を
行
い
︑
時
期
を
絞
り
こ
ん
で
四
ヶ
月
後
の
︑
七
月
十
五
日
︑
満
月
の
こ
ろ
に
こ
の
詩
を
置
き
た
い
と
思
う
︒
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旅
夜
書
懷

旅り
ょ

夜や

書し
ょ

懐か
い

細
草
微
風
岸
︑

細さ
い

草そ
う

微び

風ふ
う

の
岸き
し

危
檣
獨
夜
舟
︒

危き

檣
し
ょ
う

独ど
く

夜や

の
舟ふ

ね

星
垂
平
野
闊
︑

星ほ
し

垂た

れ
て

平へ
い

野や

闊ひ
ろ

く

月
湧
大
江
流
︒

月つ
き

湧わ

き
て

大た
い

江こ
う

流な
が

る

名
豈
文
章
著
︑

名な

は
豈あ

に

文ぶ
ん

章
し
ょ
う

も
て
著
あ
ら
わ

れ
ん
や

官
應
老
病
休
︒

官か
ん

は
応ま
さ

に

老ろ
う

病
び
ょ
う

に
て
休や

む
べ
し

飄
飄
何
所
似
︑

飄
ひ
ょ
う

飄
ひ
ょ
う

と
し
て

何な
ん

の
似に

る
所
と
こ
ろ

ぞ

天
地
一
沙
鷗
︒

天て
ん

地ち

の

一い
ち

沙さ

鷗お
う

旅た
び

の
夜よ

に

む
ね
の
懐お
も

い
を

書か

き
し
る
す

細こ
ま

か
な
草く
さ

の

微か
す

か
な
る

風か
ぜ

に
そ
よ
ぐ

か
わ
の
岸き
し

べ

危た
か

き

檣
ほ
ば
し
ら

き
し
に
も
や
い

独ひ
と

り
ね
の

夜よ

を
す
ご
す

舟ふ
ね

の
な
か

星ほ
し

は
ひ
く
く

ち
に
垂た

れ
て

平ひ
ら

た
き
野の

は
ら
は

闊ひ
ろ

び
ろ
と

も
ち
月づ

き

は

か
わ
も
よ
り

湧わ

き
の
ぼ
り

大お
お

江か
わ

は

ひ
が
し
に
流な
が

る

わ
が
名な

の
ほ
ま
れ

豈あ

に

わ
が
文う

章た

も
て

よ
に
著
あ
ら
わ

れ
で
ん
や

官つ
か
さ

び
と
に
と

な
る
の
ぞ
み

応ま
さ

に
老お

い
と

病
や
ま
い

が
た
め
に

休や

み
て
お
わ
り
ぬ

飄ひ
ょ
う

飄
ひ
ょ
う

と

た
だ
よ
う

わ
が
い
の
ち

ほ
か
に
何な
ん

の

似に

た
る
所
と
こ
ろ

ぞ

天そ
ら

地つ
ち

の

あ
い
だ
に
た
だ
よ
う

か
わ
の
沙す
な

べ
の

一い
ち

わ
の
鷗
か
も
め

｢旅
先
の
夜
︑
わ
が
胸
の
う
ち
を
詩
に
書
き
つ
け
る
﹂

岸
辺
に
は
︑
小
さ
な
草
が
は
え
て
︑
そ
よ
風
に
な
び
い
て
い
る
︒
あ
や
う
げ
な
高
い
帆
柱
の
舟
を
岸
辺
に
も
や
い
︑
私
は
家
族
か
ら
離
れ
︑
ひ
と
り
舟
の
中
で
夜
を
過
ご
し
て

い
る
︒

星
が
地
に
触
れ
ん
ば
か
り
に
︑
低
く
垂
れ
下
が
り
︑
平
ら
な
野
原
が
ど
こ
ま
で
も
開
け
広
が
っ
て
い
る
︒
丸
い
月
が
︑
長
江
の
東
の
水
平
線
か
ら
湧
い
て
昇
り
︑
長
江
は
東
へ

と
流
れ
て
い
く
︒
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詩
人
と
し
て
の
名
声
が
︑
私
の
作
品
に
よ
っ
て
︑
世
に
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
な
ど
が
あ
ろ
う
か
︒
ま
た
官
に
就
く
と
い
う
私
の
希
望
も
︑
こ
の
老
齢
と
多
病
に
よ
っ
て
︑
万
事

休
す
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
︒

ふ
ら
ふ
ら
と
あ
ち
こ
ち
を
旅
し
て
ま
わ
る
私
の
人
生
︑
い
っ
た
い
ど
ん
な
も
の
が
︑
こ
ん
な
私
の
人
生
に
似
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
︑
こ
の
広
い
天
地
の
な
か
で
︑
ふ

わ
ふ
わ
と
た
だ
よ
っ
て
飛
ぶ
︑
あ
の
砂
浜
の
一
羽
の
か
も
め
︑
そ
の
か
も
め
に
こ
そ
似
て
い
る
の
だ
︒

＊

＊

四
句
め
の
﹁
月
湧
き
て
大
江
流
る
﹂
の
句
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
は
︑
日
没
と
と
も
に
︑
東
の
水
平
線
か
ら
昇
っ
て
く
る
大
き
な
月
が
ふ
さ
わ
し
い
︒
同
時
に
星
も
見
え
て
く

る
︒
こ
の
句
は
﹁
月
は
大
江
よ
り
湧
き
︑
大
江
は
流
る
︵
月
湧
於
大
江
︑
大
江
流
︶﹂
の
意
味
で
︑﹁
大
江
﹂
が
二
つ
の
役
割
を
兼
ね
る
︑
い
わ
ゆ
る
兼
語
の
語
法
で
あ
る
︒
上
の

句
も
︑
そ
の
対
句
で
同
じ
構
造
と
な
り
﹁
星
は
平
野
に
垂
れ
て
︑
平
野
は
闊
し
︵
星
垂
於
平
野
︑
平
野
闊
︶﹂
で
あ
る
︒
月
が
大
江
よ
り
湧
く
と
い
う
よ
う
に
︑
杜
甫
は
東
西
に

流
れ
る
長
江
︑
あ
る
い
は
水
面
が
東
西
に
長
く
広
が
っ
た
長
江
の
︑
東
か
ら
昇
る
月
の
出
を
︑
船
の
中
か
ら
見
て
い
る
︒
月
が
地
平
か
ら
昇
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
︑

満
月
以
後
の
月
で
あ
る
︒
満
月
以
前
の
月
で
は
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
満
月
以
前
の
月
な
ら
ば
︑
空
が
暗
く
な
り
よ
う
や
く
月
が
見
え
は
じ
め
る
頃
に
は
︑
月
は
す
で
に
空
に
昇
っ
て

い
て
︑
月
の
出
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

満
月
は
︑
夕
方
に
東
の
水
平
線
︵
地
平
線
︶
か
ら
昇
り
は
じ
め
︑
明
け
方
に
西
に
沈
む
︒
そ
れ
以
後
︑
月
が
地
平
か
ら
昇
る
の
は
だ
ん
だ
ん
遅
く
な
る
︒
同
時
に
月
の
形
は
次

第
に
か
け
て
く
る
が
︑
十
七
夜
ぐ
ら
い
ま
で
は
︑
満
月
に
近
く
見
え
る
︒
二
十
五
︑
六
夜
に
な
る
と
︑
真
夜
中
過
ぎ
か
ら
朝
方
に
向
か
う
こ
ろ
︑
三
日
月
と
は
左
右
が
逆
の
形
を

し
た
月
が
よ
う
や
く
昇
っ
て
く
る
︒
し
か
し
や
が
て
太
陽
が
昇
っ
て
く
る
の
で
︑
月
は
見
え
な
く
な
る
︒
月
が
長
江
の
水
平
線
か
ら
昇
る
の
を
︑
見
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性

は
︑
確
か
に
満
月
か
ら
二
十
五
︑
六
夜
過
ぎ
ま
で
︑
十
日
ほ
ど
あ
り
う
る
︒
し
か
し
こ
の
詩
で
言
う
﹁
月
は
大
江
よ
り
湧
く
﹂
と
い
う
の
は
︑
逆
三
日
月
型
の
細
い
月
が
︑
真
夜

中
過
ぎ
か
ら
夜
明
け
の
時
間
帯
に
︑
昇
っ
て
は
ま
も
な
く
消
え
る
︑
と
い
う
状
況
は
想
像
し
に
く
い
︒
そ
れ
だ
と
月
が
萌
え
出
づ
る
と
い
う
語
感
だ
︒
杜
甫
は
以
前
︑
二
十
四
︑

五
夜
の
細
い
月
を
﹁
あ
さ
が
た
の
四し

更こ
う

の
と
き
山
は
月
を
吐
く
﹂﹇
1
7
1
7
_月
﹈
と
表
現
し
た
こ
と
が
あ
る
︒
以
上
い
ず
れ
も
︑
お
お
ざ
っ
ぱ
に
北
半
球
の
緯
度
三
︑
四
十
度
あ
た

り
で
の
こ
と
だ
︒

私
は
松
原
説
に
拠
り
な
が
ら
︑
若
干
の
調
整
を
加
え
て
︑
は
じ
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
大
暦
三
年
の
七
月
十
五
日
︑
満
月
の
こ
ろ
の
作
と
し
た
い
︒
と
い
う
の
は
︑
三
月
の

江
陵
到
着
時
の
作
だ
と
す
れ
ば
︑
杜
甫
は
家
族
と
一
緒
で
あ
り
︑
詩
に
﹁
独
夜
﹂
と
あ
る
の
と
矛
盾
す
る
か
ら
で
あ
る
︒
た
し
か
に
士
大
夫
が
官
界
か
ら
疎
外
さ
れ
た
り
︑
退
け

ら
れ
た
り
し
て
い
る
と
き
︑
家
族
が
傍
に
い
て
も
︑﹁
独
夜
﹂
と
表
現
す
る
こ
と
は
あ
り
う
る
︒
し
か
し
杜
甫
の
場
合
︑
華
州
の
官
を
棄
て
︑
家
族
と
と
も
に
秦
州
へ
旅
だ
っ
て

か
ら
は
︑
基
本
的
に
官
界
を
去
っ
て
お
り
常
に
家
族
と
一
緒
で
あ
る
︒
だ
か
ら
︑
独
り
の
夜
と
あ
る
と
き
は
︑
杜
甫
が
家
族
か
ら
離
れ
て
独
り
夜
を
過
ご
し
て
い
る
状
況
と
考
え

て
よ
い
だ
ろ
う
︒

杜
甫
は
も
う
一
ヶ
所
﹁
独
夜
﹂
を
使
っ
て
い
る
︒
二
年
前
︑
夔
州
に
到
着
し
た
年
だ
が
︑
杜
甫
は
ひ
と
り
西
閣
で
夜
を
過
ご
し
︑
家
族
は
赤
甲
の
家
に
住
ん
で
い
た
︒
そ
の
と

き
の
夜
を
﹁
空
山
に
独
り
夜
を
す
ご
し
て
旅
の
魂
は
驚
く
﹂﹇
1
7
0
9
_夜
﹈
と
詠
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
そ
れ
よ
り
前
︑
ま
だ
成
都
城
内
に
住
み
込
み
︑
厳
武
の
幕
府
に
仕
え
て
い
た

と
き
も
︑
家
族
は
郊
外
の
浣
花
草
堂
に
住
ん
で
い
た
の
で
︑﹁
江
城
に
独
り
宿
る
﹂﹇
1
4
0
5
_府
に
宿
る
﹈
と
表
現
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
杜
甫
に
と
っ
て
﹁
独
夜
﹂
は
︑
家
族

か
ら
離
れ
た
独
り
の
夜
な
の
で
あ
る
︒
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江
陵
到
着
後
は
︑
家
族
を
弟
の
杜
観
の
も
と
︑
江
陵
北
の
当
陽
に
住
ま
わ
せ
︑
杜
甫
は
江
陵
府
に
い
て
︑
高
官
た
ち
に
会
っ
た
り
︑
宴
会
に
出
た
り
︑
詩
の
応
酬
を
し
た
り
し

て
い
た
︒
春
か
ら
夏
ま
で
の
期
間
で
あ
る
︒

そ
の
後
︑
夏
か
ら
初
秋
の
時
期
に
か
け
て
︑
杜
甫
は
金
策
の
た
め
︑
江
陵
か
ら
西
方
面
の
︑
あ
る
他
所
の
県
へ
船
旅
を
し
た
︒
そ
の
時
の
事
情
は
﹁
わ
が
帰
る
路
は
ふ
る
さ
と

の
北
に
関
す
る
に
非
ず
︑
わ
が
行
く
舟
は
却
っ
て
西
に
向
う
﹂﹁
我
行
き
ゆ
き
て
何
ぞ
此か

か
る
と
こ
ろ
に
到
る
や
﹂﹁︵
江
陵
と
は
︶
異
な
る
県
に
虚む
な

し
く
往ゆ

く
に
驚
く
﹂︵﹇
2
1
5
0
_

水
に
宿
り
︑
興
お
も
い

を
遣や

り
︑︵
江
陵
の
︶
群
公
に
呈
し
奉
る
﹈
詩
︶
な
ど
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
時
も
杜
甫
は
︑
家
族
か
ら
離
れ
て
独
り
で
夜
を
過
ご
し
て
い
た
︒

実
は
こ
の
と
き
︑
こ
の
﹇
2
1
5
0﹈
詩
の
あ
と
に
︑
立
て
続
け
に
五
首
の
詩
を
作
っ
て
い
る
︒﹇
2
1
5
1
_遣
悶
﹈﹇
2
1
5
2
_江
邊
星
月
﹈
二
首
﹇
2
1
5
3
_舟
月
對
驛
近
寺
﹈﹇
2
1
5
4
_舟

中
﹈
で
あ
る
︒
こ
の
五
首
に
描
か
れ
た
状
況
と
﹇
旅
夜
書
懷
﹈
が
︑
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
︒
そ
の
五
篇
の
二
番
目
に
﹇
旅
夜
書
懷
﹈
を
置
く
と
︑
詩
は
き
れ
い
に
収
ま
る
︒
そ

の
配
列
で
十
五
夜
前
後
の
状
況
を
再
構
成
し
て
み
よ
う
︒

ま
ず
﹇
2
1
5
1
_む
ね
の
悶
も
だ
え

を
そ
と
に
遣や

る
﹈
の
詩
で
は
︑
か
ら
り
と
開
け
た
地
と
平
ら
な
川
の
岸
辺
が
描
か
れ
︑
日
没
前
の
夕
方
︑
月
は
す
で
に
昇
っ
て
お
り
︑
川
面
に
は
月

光
が
反
射
し
て
い
る
︒
だ
か
ら
満
月
の
前
の
夜
ぐ
ら
い
で
あ
ろ
う
︒

地
闊
平
沙
岸
︑

地
は
闊ひ
ろ

く

平
ら
か
な
る

か
わ
の
沙す
な

べ
の
岸

⁝
⁝

⁝
⁝

江
風
借
夕
涼
︒

江
お
お
か
わ

に

ふ
き
わ
た
る
風
に

夕
べ
の
涼
し
さ
を
借
る

行
雲
星
隱
見
︑

な
が
れ
行
く
雲
に

星
は
隠
れ

ま
た

見
あ
ら
わ

れ
み
え

疊
浪
月
光
芒
︒

畳た
た

な
わ
る

浪な
み

だ
つ

か
わ
も
に

月
の
光
芒

ひ

か

り

は

き
ら
め
く

﹇
1
4
5
0
_旅
夜
書
懷
﹈
の
詩
で
は
︑
日
没
直
後
に
︑
満
月
が
長
江
か
ら
昇
り
︑
広
が
る
平
地
の
地
平
線
の
上
に
は
星
が
垂
れ
︑
岸
辺
の
小
さ
い
草
に
は
そ
よ
風
が
吹
き
付
け
︑
ひ

と
り
夜
を
す
ご
し
て
い
る
︒

﹇
2
1
5
2
_江か
わ

辺べ

の
星
と
月
︑
二
首
﹈
其
一
に
は
︑

驟
雨
清
秋
夜
︑

驟
に
わ
か

の
雨
に

秋
の
夜
は

清
ら
か
と
な
り

金
波
耿
玉
繩
︒

金き
ん

波ぱ

の
つ
き
ひ
か
り
に

玉
ぎ
ょ
く

縄
じ
ょ
う

の

ほ
く
と
の
ほ
し
は

耿
あ
き
ら

か
な
り

⁝
⁝

⁝
⁝

緣
空
一
鏡
升
︒

空
に
縁よ

り
て

一
つ
の
鏡
の
ご
と
き

ま
ろ
き

つ
き

升の
ぼ

り
た
り

と
あ
り
︑
に
わ
か
雨
で
空
気
が
清
ら
か
に
な
っ
た
あ
と
︑
鏡
の
よ
う
に
丸
い
月
が
昇
っ
て
き
て
い
る
︒
昨
日
よ
り
は
昇
る
の
が
少
し
遅
い
の
で
十
六
夜
ぐ
ら
い
で
あ
ろ
う
か
︒
北

斗
七
星
も
月
光
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
明
る
い
︒

其
の
二
で
は
︑
夜
明
け
が
た
︑
そ
の
満
月
が
西
の
空
に
沈
み
︑
空
も
明
る
く
な
っ
て
星
も
見
え
な
く
な
っ
た
︒

江
月
辭
風
纜
︑

江
お
お
か
わ

の
う
え
の
月
は

風
に
た
だ
よ
う
纜ふ
ね

を
辞
し
さ
っ
て

し
ず
み
ゆ
き

江
星
別
霧
船
︒

江
お
お
か
わ

の
う
え
の
星
は

霧
の
な
か
の
船
に

別
れ
を
つ
げ
て

き
ゆ
て
ゆ
く
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雞
鳴
還
曙
色
︑

鶏
に
わ
と
り

は
鳴
き
て

還ま

た

曙
あ
け
ぼ
の

の

そ
ら
の
色
と
な
り

⁝
⁝

⁝
⁝

ま
た
﹇
2
1
5
3
_舟
を
て
ら
す
月

駅
に
対
し
寺
に
近
し
﹈
で
は
︑
杜
甫
は
夜
遅
く
ま
で
眠
ら
ず
に
い
る
︒
灯
火
な
ど
必
要
な
い
ほ
ど
に
︑
月
が
明
る
く
船
内
を
照
ら
し
出
し
て

い
る
︒更

深
不
假
燭
︑

更
よ
な
か

は

深ふ

け
ゆ
く
も

燭
と
も
し
び

の
あ
か
り
を

假か

る
こ
と
な
く

月
朗
自
明
船
︒

月
の
ひ
か
り

朗
あ
き
ら

か
に
し
て

自
お
の
ず
か

ら
船
を

明あ
か

る
く
す

⁝
⁝

⁝
⁝

皓
首
江
湖
客
︑

皓し
ろ

き
首
こ
う
べ

と
な
り

江か
わ

や
湖
に
さ
ま
よ
う

客
た
び
び
と

の
わ
れ

鉤
U
獨
未
眠
︒

U
す
だ
れ

を

ま
き
あ
げ

鉤か
ぎ

に
か
け

独ひ
と

り

未い
ま

だ
眠
ら
ず

さ
ら
に
﹇
2
1
5
4
_舟
の
中
﹈
で
は
︑
満
月
の
翌
日
を
詠
じ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
こ
の
日
は
十
六
夜
か
十
七
夜
か
で
あ
ろ
う

今
朝
雲
細
薄
︑

今け

朝さ

が
た

雲
は

細
く
薄
く

た
な
び
き

昨
夜
月
清
圓
︒

昨
夜
は

月
は

清
ら
か
に
し
て

円ま
ど

か
な
り

こ
の
よ
う
に
満
月
を
中
心
に
︑
ほ
ぼ
毎
夜
詩
を
作
っ
て
い
る
の
だ
が
︑
実
は
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
以
前
に
も
あ
っ
た
︒
一
年
前
の
夔
州
時
代
で
あ
る
︒
題
に
十
五
夜
︑
十
六

夜
︑
十
七
夜
と
連
続
す
る
詩
が
あ
る
︒﹇
2
0
1
0
_八
月
十
五
夜
月
︑
二
首
﹈
其
一
で
は
︑
満
月
を
﹁
目
を
満
た
し
て
明
る
き
鏡
の
飛
ぶ
﹂
と
詠
じ
︑
其
二
で
は
︑
明
け
方
に
満
月
が

沈
ん
で
い
く
様
子
を
描
い
て
い
る
︒﹇
2
0
1
1
_十
六
夜
︑
月
を
め
で

玩
も
て
あ
そ

ぶ
﹈
で
は
﹁
旧
さ
く
や

は

金
波
の
つ
き
ひ
か
り
の

爽あ
き

ら
か
な
る
を
挹す
く

い
と
り
﹂
と
詠
じ
︑﹇
2
0
1
2
_十
七

夜
︑
月
に
対む
か

う
﹈
で
は
︑﹁
秋
の
月
の
仍な

お
円ま
ど

か
な
る
夜
﹂
の
よ
う
に
︑
十
七
夜
も
月
が
ま
だ
丸
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
︒

さ
ら
に
こ
の
五
篇
に
共
通
す
る
漂
泊
感
も
︑﹇
旅
夜
書
懐
﹈
と
一
致
す
る
︒
か
り
に
い
ま
﹇
2
1
5
4
_舟
の
中
﹈
か
ら
例
示
す
れ
ば
︑

飄
泊
南
庭
老
︑

飄た
だ

よ
う
て

ふ
な
泊ど
ま

り
す

わ
れ
は
南
の

は
て
な
き
庭
に
さ
ま
よ
う

老
い
ぼ
れ
じ
い

祗
應
學
水
仙
︒

�た

だ
応ま
さ

に

み
ず
べ
に
す
み
し

か
の
水
仙
と

よ
ば
る
る
ひ
と
を

学
ぶ
べ
し

と
歌
う
︒
自
分
を
︑
最
果
て
の
南
の
︑
だ
だ
っ
広
い
と
こ
ろ
を
︑
落
ち
ぶ
れ
て
さ
す
ら
っ
て
い
る
老
人
だ
と
言
い
︑
川
や
湖
の
水
べ
に
生
き
︑
死
後
は
や
が
て
水
辺
の
仙
人
と
称

さ
れ
た
人
達
を
︑
学
ん
だ
ほ
う
が
い
い
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
感
懐
は
︑
広
き
天
地
の
間
の
飄
々
た
る
一
羽
の
鷗
︑
と
同
じ
で
あ
る
︒

最
後
に
一
つ
付
け
加
え
て
お
く
と
︑﹁
細
草
﹂
は
松
原
氏
の
指
摘
す
る
と
お
り
︑
春
に
こ
そ
最
も
ふ
さ
わ
し
い
︒
た
だ
秋
の
詩
に
も
き
わ
め
て
少
な
い
が
用
例
が
無
い
わ
け
で

は
な
い
︒
た
と
え
ば
一
例
を
挙
げ
る
と
晩
唐
の
喩ゆ

坦た
ん

之し

の
詩
に
︑

日
生
滄
海
赤
︑
潮
落
浙
江
清
︒

日ひ

生
し
ょ
う

じ
て
滄そ
う

海か
い

は
赤あ
か

く
︑
潮し
お

落お

ち
て
浙せ
っ

江こ
う

は
清き
よ

し

秋
晚
遙
峰
出
︑
沙
乾
細
草
平
︒

秋あ
き

晚く

れ
て
遙は
る

か
な
る
峰み
ね

の
出い

で
み
え
︑
沙す
な

乾か
わ

き
て
細ほ
そ

き
草く
さ

は
平
た
い
ら

か
な
り

︵﹁
題
樟
亭
驛
樓
﹂
全
唐
詩
巻
七
一
三
︶

と
あ
る
︒

以
上
か
ら
﹇
旅
夜
書
懐
﹈
の
制
作
は
︑
松
原
説
を
踏
ま
え
た
う
え
で
︑
さ
ら
に
独
夜
の
意
義
︑
満
月
の
推
移
︑
詩
の
編
次
︑
共
通
す
る
漂
泊
感
な
ど
を
テ
コ
に
︑
若
干
の
調
整
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を
施
し
︑
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
︒

︵
一
︶
制
作
時
期
は
︑
七
六
八
年
︑
杜
甫
が
三
峡
を
出
て
江
陵
に
到
着
し
た
後
︑
い
っ
た
ん
家
族
を
当
陽
に
安
置
し
︑
さ
ら
に
ひ
と
り
江
陵
か
ら
他
所
の
県
に
︑
船
に
乗
っ
て
金

策
に
出
か
け
て
い
た
︵
あ
る
い
は
帰
っ
て
き
て
い
た
︶
初
秋
の
こ
ろ
︒

︵
二
︶
場
所
は
︑
松
滋
か
ら
公
安
あ
た
り
ま
で
を
含
む
江
陵
周
辺
で
︑
長
江
が
東
西
に
流
れ
る
︵
あ
る
い
は
東
西
に
広
が
っ
た
︶
一
段
で
︑
そ
の
船
の
上
︒
水
面
か
ら
仮
に
五

メ
ー
ト
ル
の
高
さ
に
杜
甫
が
い
た
と
し
て
も
︑
十
キ
ロ
先
ま
で
ぐ
ら
い
に
山
な
ど
の
障
害
物
が
な
け
れ
ば
︑
月
が
水
平
線
か
ら
昇
る
情
景
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
江
陵
周
辺
の

長
江
に
は
︑
そ
の
よ
う
な
景
観
は
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
︒

︵
三
︶
詩
の
制
作
状
況
は
︑
旧
暦
初
秋
七
月
十
五
日
︵
西
暦
七
六
八
年
九
月
四
日
︶
ご
ろ
に
現
れ
る
満
月
を
み
な
が
ら
作
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
そ
の
日
に
前
後
し
て
二
︑
三

夜
の
間
に
連
続
し
て
作
ら
れ
た
︑
一
連
の
詩
の
中
に
置
い
て
こ
そ
︑﹇
旅
夜
書
懐
﹈
の
詩
は
も
っ
と
も
矛
盾
な
く
読
め
る
︒

私
の
仮
説
は
右
の
通
り
で
あ
る
︒
そ
の
当
否
は
ひ
と
ま
ず
置
く
と
し
て
︑
こ
う
し
た
あ
れ
や
こ
れ
や
の
読
み
返
し
︑
作
業
の
試
行
錯
誤
を
通
し
て
︑
詩
の
読
み
は
少
し
ず
つ
進

展
し
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
そ
れ
は
と
も
か
く
︑
た
か
が
一
篇
の
詩
の
制
作
時
期
が
︑
か
く
も
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
は
な
ぜ
か
︒
そ
れ
は
こ
の
詩
が
有
名
で
︑
そ
の
影
響

力
が
大
き
い
か
ら
で
あ
る
︒
不
公
平
な
よ
う
だ
が
︑
あ
ま
り
有
名
で
は
な
い
他
の
詩
人
の
詩
な
ら
︑
こ
れ
ほ
ど
取
り
立
て
て
騒
ぎ
立
て
る
意
味
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
私
生
活
上
の

さ
さ
い
な
事
が
ら
が
︑
有
名
人
な
ら
世
間
に
大
き
く
取
り
沙
汰
さ
れ
る
の
に
︑
一
市
井
人
の
そ
れ
だ
と
話
題
に
な
ら
な
い
︒
そ
れ
と
同
じ
理
屈
で
あ
る
︒

四

漁
民
の
舟
に

隣
り
合
わ
せ
て

舟
泊
ま
り
す

﹇
2
1
5
4
_
舟
中
﹈

杜
甫
は
夔
州
で
︑
い
く
ば
く
か
の
農
業
経
営
や
︑
夔
州
長
官
た
ち
の
援
助
に
よ
っ
て
旅
費
を
た
く
わ
え
︑
旅
装
を
整
え
て
い
た
︒
弟
の
杜
観
と
江
陵
で
合
流
す
る
計
画
を
た

て
︑
江
陵
府
の
諸
方
面
の
関
係
者
に
も
連
絡
を
付
け
︑
用
意
万
端
︑
満
を
持
し
て
三
峡
を
下
っ
て
い
っ
た
︒
大
暦
三
年
︵
七
六
八
︶︑
五
十
七
歳
︑
正
月
中
旬
の
こ
ろ
で
あ
る
︒

途
中
︑
い
く
つ
か
の
町
に
立
ち
寄
り
な
が
ら
︑
二
月
に
江
陵
に
到
着
し
た
︒

と
こ
ろ
が
︑
ど
う
い
う
事
情
が
あ
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
︑
江
陵
入
り
す
る
前
か
ら
︑
状
況
は
芳
し
く
な
く
な
っ
て
い
た
︒
江
陵
で
は
︑
家
族
を
江
陵
北
の
当
陽
に
安
置

し
︑
杜
甫
は
府
の
役
人
や
友
人
ら
と
社
交
活
動
を
繰
り
広
げ
︑
地
方
の
最
高
権
力
者
の
衛
伯
玉
の
宴
席
に
も
侍
っ
た
︒

し
か
し
︑
か
つ
て
の
成
都
や
夔
州
で
の
よ
う
に
︑
杜
甫
は
こ
の
地
の
最
高
権
力
者
か
ら
優
遇
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
府
の
高
官
た
ち
か
ら
の
援
助
も
た
い
し
て
得
ら
れ

ず
︑
ひ
ど
く
お
金
に
困
っ
た
︒
当
陽
に
離
れ
住
ん
で
い
る
家
族
か
ら
は
︑
経
済
苦
を
手
紙
で
訴
え
て
く
る
始
末
だ
っ
た
︒
杜
甫
は
江
陵
か
ら
西
方
面
へ
︑
お
金
を
工
面
す
る
旅
へ

出
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
︒
次
の
詩
は
︑
そ
の
よ
う
な
な
か
︑
前
節
の
﹁
旅
夜
書
懐
﹂
と
同
時
の
作
で
︑
初
秋
の
候
︑
一
夜
明
け
て
船
の
中
で
迎
え
た
朝
を
描
い
て
い

る
︒

舟
中

舟
し
ゅ
う

中
ち
ゅ
う
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風
餐
江
柳
下
︑

風か
ぜ

に
餐さ

ん

す

江こ
う

柳
り
ゅ
う

の
下も

と

雨
臥
驛
樓
邊
︒

雨あ
め

に
臥が

す

駅え
き

楼ろ
う

の
辺へ
ん

結
纜
排
魚
網
︑

纜
と
も
づ
な

を
結む
す

べ
ば

魚ぎ
ょ

網も
う

排は
い

し

連
檣
並
米
船
︒

檣
ほ
ば
し
ら

を
連つ

ら

ね
て

米べ
い

船せ
ん

並な
ら

ぶ

今
朝
雲
細
薄
︑

今こ
ん

朝
ち
ょ
う

雲く
も

は

細さ
い

薄は
く

に

昨
夜
月
清
圓
︒

昨さ
く

夜や

月つ
き

は

清せ
い

円え
ん

な
り

飄
泊
南
庭
老
︑

飄
ひ
ょ
う

泊は
く

す

南な
ん

庭て
い

の
老ろ
う

祗
應
學
水
仙
︒

�た

だ
応ま
さ

に

水す
い

仙せ
ん

を
学ま
な

ぶ
べ
し

舟ふ
ね

の
中な
か

に
て

ふ
き
さ
ら
し
の
風か

ぜ

の
な
か

ゆ
う
げ
餐く
ら

う
は

江か
わ

べ
の
柳
や
な
ぎ

の

こ
か
げ
の
下も
と

ふ
り
か
か
る
雨あ

め

の
な
か

臥ふ

し
て
い
ぬ
る
は

に
ぎ
わ
し
き

駅え
き

の

楼
た
か
ど
の

ち
か
き
辺あ

た

り

纜と
も
づ
な

を

結む
す

び
て
ふ
ね
を

も
や
い
し
と
こ
ろ

魚
さ
か
な

と
り
網あ
み

ほ
さ
れ
て

排な
ら

び

檣ほ
ば
し
ら

を

い
ち
れ
つ
に
連つ
ら

ね
つ
つ

米こ
め

は
こ
ぶ
船ふ
ね

ぶ
ね
の

並な
ら

び
う
か
ぶ

今け

朝さ

が
た

ふ
ね
よ
り

お
き
く
れ
ば

雲く
も

は

細ほ
そ

く
薄う

す

く

そ
ら
に
た
な
び
き

昨さ
く

夜や

は

は
れ
て

も
ち
月づ
き

の

よ
ぞ
ら
に
清き
よ

く

円ま
ど

か
な
り
け
り

飄た
だ
よ

う
て

ふ
な
泊ど
ま

り
す

は
て
な
き
南
み
な
み

の

庭に
わ

に
さ
ま
よ
う

老お

い
ぼ
れ
じ
い

�た

だ
応ま
さ

に

み
ず
べ
に
す
み
し

か
の
水す
い

仙せ
ん

と

よ
ば
る
る
ひ
と
を

学ま
な

ぶ
べ
し

｢舟
の
中
に
寝
泊
ま
り
し
て
﹂

舟
で
移
動
す
る
こ
の
ご
ろ
の
私
と
き
た
ら
︑
ち
ゃ
ん
と
し
た
と
こ
ろ
で
︑
飲
み
食
い
も
寝
泊
ま
り
も
し
て
い
な
い
︒
食
事
と
言
え
ば
︑
吹
き
っ
さ
ら
し
の
風
の
な
か
︑
川
辺
の

柳
の
木
の
も
と
で
︑
そ
そ
く
さ
と
夕
餉
︒
横
に
な
っ
て
休
む
の
は
︑
に
ぎ
や
か
な
駅
前
通
り
の
︑
高
楼
の
近
く
︑
雨
の
降
り
か
か
る
中
で
の
野
宿
︒
た
と
え
ば
︑
そ
ん
な
み
じ
め

な
旅
を
続
け
て
い
る
︒

夜
が
明
け
る
と
︑
私
の
舟
が
停
泊
し
た
と
こ
ろ
に
は
︑
漁
民
た
ち
が
干
し
た
︑
魚
取
り
の
網
が
横
に
ず
ら
り
と
並
ん
で
い
た
︒
ま
た
米
を
都
へ
輸
送
す
る
船
が
︑
帆
柱
を
縦
一

列
に
な
ら
べ
て
︑
碇
を
お
ろ
し
て
い
た
︒
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今
朝
が
た
は
︑
う
っ
す
ら
と
雲
が
た
な
び
い
て
い
る
︒
昨
晚
は
満
月
が
︑
あ
ん
な
に
も
白
く
輝
い
て
︑
晴
れ
た
夜
空
に
か
か
っ
て
い
た
と
い
う
の
に
︒

私
は
こ
う
や
っ
て
︑
最
果
て
の
南
の
︑
だ
だ
っ
広
い
と
こ
ろ
を
︑
落
ち
ぶ
れ
て
さ
す
ら
っ
て
い
る
老
人
に
す
ぎ
な
い
︒
こ
ん
な
こ
と
で
は
︑
水
辺
の
仙
人
た
ち
を
学
ん
だ
ほ
う

が
い
い
と
い
う
も
の
だ
︒
そ
の
人
た
ち
は
川
や
湖
の
水
べ
に
生
き
︑
死
後
は
神
に
祭
ら
れ
た
り
︑
水
辺
の
仙
人
と
称
さ
れ
た
り
し
た
の
だ
か
ら
︒

＊

＊

冒
頭
か
ら
対
句
で
作
ら
れ
て
い
る
︒
一
︑
二
句
め
が
﹁
風
に
餐
す
﹂﹁
雨
に
臥
す
﹂
で
始
ま
り
︑
分
か
り
や
す
い
対
句
で
あ
る
︒

杜
甫
は
︑
川
辺
の
柳
の
樹
の
下
で
︑
さ
え
ぎ
る
物
も
無
い
︑
吹
き
さ
ら
し
の
風
の
な
か
で
夕
食
を
と
り
︑
駅
前
の
繁
華
街
で
︑
夜
の
雨
を
避
け
な
が
ら
︑
楼
閣
の
そ
ば
で
眠
っ

て
い
る
︒
こ
の
状
況
を
文
字
通
り
に
受
け
取
れ
ば
︑
こ
の
と
き
杜
甫
は
ず
い
ぶ
ん
と
ひ
ど
い
︑
野
宿
に
近
い
旅
を
続
け
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒

し
か
し
本
当
に
そ
う
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
れ
は
︑
日
本
語
で
も
﹁
風ふ
う

餐さ
ん

露ろ

宿
し
ゅ
く

﹂
で
熟
語
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
︑
旅
の
苦
し
さ
を
言
う
と
き
の
喩
え
の
表
現
で
あ
る
︒
本
場
の

中
国
で
は
︑
使
い
古
さ
れ
た
感
さ
え
あ
り
︑
飲
風
︵
風
に
飲
す
︶︑
餐
露
︵
露
に
餐
す
︶︑
水
棲
︵
水
に
棲
む
︶︑
水
宿
︵
水
に
宿
る
︶︑
雨
沐
︵
雨
に
沐
す
︶
等
々
︑
そ
の
表
現
の

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
多
い
︒
た
と
え
れ
ば
︑
そ
れ
に
近
い
生
活
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
︑
こ
の
部
分
は
︑
写
実
的
な
描
写
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

し
か
し
三
︑
四
句
め
の
景
色
は
新
鮮
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
景
色
の
描
写
は
︑
他
に
あ
ま
り
用
例
が
無
く
︑
内
容
が
具
体
的
で
あ
り
︑
実
写
と
考
え
ら
れ
る
︒
杜
甫
が
船
泊
ま

り
し
た
と
こ
ろ
に
は
︑
す
ぐ
そ
ば
に
漁
網
が
ず
ら
り
と
干
さ
れ
て
い
た
︒
漁
民
た
ち
の
漁
業
労
働
の
た
め
の
道
具
が
︑
日
に
干
さ
れ
︑
む
き
出
し
の
ま
ま
で
︑
杜
甫
の
船
の
す
ぐ

近
く
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
マ
ス
ト
を
連
ね
て
︑
米
穀
の
運
搬
船
が
並
ん
で
い
た
︒
安
史
の
乱
で
中
原
が
戦
場
と
な
っ
て
か
ら
は
︑
長
江
以
南
の
米
穀
に
対
す
る
食
糧
の
依

頼
度
は
︑
ま
す
ま
す
重
要
と
な
り
︑
運
搬
船
が
頻
繁
に
南
北
を
行
き
来
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
︒
い
ず
れ
に
し
ろ
穀
物
の
輸
送
船
に
は
︑
下
層
の
労
働
者
が
汗
を
流
し
て
い
た
は
ず

で
あ
る
︒

漁
網
と
い
う
漁
具
が
︑
唐
詩
の
な
か
で
描
か
れ
な
い
こ
と
は
無
い
︒
し
か
し
今
残
さ
れ
て
い
る
十
数
例
の
用
例
を
見
て
み
る
と
︑
そ
れ
ら
は
み
な
外
部
か
ら
見
た
︑
風
景
と
し

て
の
漁
網
で
あ
り
︑
杜
甫
の
よ
う
に
︑
漁
業
労
働
の
現
場
に
あ
る
生
々
し
い
生
産
用
具
を
︑
間
近
か
ら
見
た
も
の
で
は
な
い
︒
さ
ら
に
米
船
と
な
る
と
︑
杜
甫
の
用
例
が
あ
る
の

み
で
あ
る
︒

も
ち
ろ
ん
こ
ん
な
景
色
は
︑
景
色
そ
れ
自
体
と
し
て
は
︑
港
町
に
は
あ
り
ふ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
お
そ
ら
く
官
僚
た
ち
の
乗
る
船
な
ら
ば
︑
そ
ん
な
場
所
に
は
係
留

さ
れ
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
︒
問
題
は
︑
杜
甫
の
乗
っ
た
船
が
︑
汗
臭
い
或
い
は
魚
さ
か
な

臭
い
労
働
現
場
の
た
だ
な
か
に
︑
横
付
け
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
そ
こ
ま
で
杜
甫
の

生
活
が
落
ち
て
い
た
こ
と
を
︑
我
々
は
ま
ず
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
う
し
た
伝
記
的
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
に
も
︑
そ
の
よ
う
な
現
場
の
景
色
を
杜
甫
が
詩
に

書
き
込
み
︑
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
︑
唐
詩
に
新
鮮
な
風
景
描
写
を
︑
も
た
ら
し
て
い
る
︒
そ
の
こ
と
も
︑
ま
た
重
要
で
あ
ろ
う
︒
恵
ま
れ
た
地
方
赴
任
旅
行
を
し
た
高
級
官
僚
に

は
︑
決
し
て
見
え
て
こ
な
い
風
景
︑
そ
し
て
彼
ら
官
僚
詩
人
に
は
決
し
て
書
き
得
な
い
風
景
描
写
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
生
活
の
貧
困
は
︑
芸
術
の
豊
穣
を
も
た
ら
す
と
い
う
ド
グ
マ

が
こ
こ
で
も
実
現
さ
れ
て
い
る
︒

さ
て
︑
再
び
詩
の
構
成
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
︒
以
上
の
詩
の
前
半
の
四
句
で
描
か
れ
た
景
色
が
︑
結
聯
の
﹁
漂
泊
﹂
の
語
で
︑
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
︒
自
分
は
こ
ん
な
ひ

ど
い
所
に
さ
す
ら
っ
て
い
る
の
だ
と
︑
杜
甫
の
悲
哀
感
に
つ
な
が
っ
て
い
く
︒
し
た
が
っ
て
︑
意
味
の
上
か
ら
は
︑
残
り
の
五
︑
六
句
め
の
﹁
今
朝
～
﹂
と
﹁
昨
夜
～
﹂
の
句

は
︑
無
く
て
も
構
わ
な
い
︒﹁
風
餐
﹂﹁
雨
臥
﹂﹁
漁
網
﹂﹁
米
船
﹂
で
︑
も
う
十
分
に
漂
泊
の
状
況
を
言
い
得
て
い
る
︒
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し
か
し
︑
五
︑
六
句
め
の
こ
の
﹁
夜
の
月
﹂
と
︑﹁
朝
の
雲
﹂
の
二
句
が
な
か
っ
た
と
し
た
ら
︑
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒
お
そ
ら
く
詩
は
︑
意
味
上
で
一
直
線
に
つ
な
が
り
︑
広

が
り
が
無
く
な
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
じ
つ
は
こ
の
五
︑
六
句
め
の
﹁
転
﹂
の
聯
が
︑
場
面
の
転
換
を
果
た
す
と
い
う
役
割
を
︑
十
二
分
に
果
た
し
て
お
り
︑
さ
ら
に
詩
に
︑
驚
き
と

い
う
臨
場
感
を
も
た
ら
し
︑
詩
が
生
き
生
き
と
動
き
だ
す
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
︒

漁
網
や
米
船
と
隣
り
合
わ
せ
に
い
る
こ
と
を
︑
船
泊
ま
り
し
た
昨
晩
ま
で
︑
杜
甫
は
は
っ
き
り
と
は
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
︒
朝
に
な
っ
て
気
付
い
た
の
で
あ
る
︒
昨
晩
の
様

子
は
︑
前
節
で
も
紹
介
し
た
よ
う
に
︑
こ
の
詩
の
直
前
に
配
列
さ
れ
て
い
る
﹇
2
1
5
3
_舟
月
對
驛
近
寺
︵
舟
の
う
え
の
月
の
よ
る
︑
ふ
な
ど
ま
り
す
る
は
︑
駅
に
対む
こ

う
て
寺
に
近

き
と
こ
ろ
な
り
︶﹈
の
詩
に
︑
夜
の
様
子
が
次
の
よ
う
に
︑
描
か
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
︒

更
深
不
假
燭
︑

更
よ
な
か

は

深ふ

け
ゆ
く
も

燭
と
も
し
び

の
あ
か
り
を

假か

る
こ
と
な
く

月
朗
自
明
船
︒

も
ち
月づ
き

は
朗
あ
き
ら

か
に

自
お
の
ず
か

ら
船ふ
ね

を

明あ
か

る
く
す

金
刹
青
楓
外
︑

つ
き
よ
の
も
と

金こ
ん

じ
き
に

か
が
や
く
刹て
ら

は

青あ
お

き
楓ふ
う

の

こ
だ
ち
の
外そ
と

に

朱
樓
白
水
邊
︒

朱あ
か

き

楼
た
か
ど
の

は

白し
ろ

じ
ろ
と

て
り
か
え
す

水み
ず

の
辺あ
た

り
に

そ
び
え
た
つ

と
こ
ろ
が
︑
翌
朝
起
き
て
み
る
と
︑
昨
夜
は
あ
ん
な
に
清
ら
か
な
満
月
だ
っ
た
の
に
︑
今
朝
は
薄
雲
が
た
だ
よ
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
自
分
が
漁
網
や
米
穀
運
搬
船
の
︑
た
だ
中

に
い
る
こ
と
に
気
付
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
驚
き
が
︑
杜
甫
の
漂
泊
感
を
一
層
強
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
起
承
転
結
の
聯
の
構
成
は
︑
い
か
に
も
絶
妙
に
で
き
て
い

る
︒五

酩
酊
し

人
に
た
す
け
ら
れ

帰
る
に
ま
か
せ
ん

﹇
2
2
1
4
_
宴
王
使
君
宅
題
二
首
﹈
其
二

大
暦
三
年
の
夏
︑
杜
甫
は
江
陵
を
し
ば
ら
く
離
れ
︑
ひ
と
り
金
策
の
旅
に
出
か
け
た
︒
前
節
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
思
わ
し
い
結
果
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
︒
秋

に
は
再
び
江
陵
へ
戻
っ
て
き
た
が
︑
杜
甫
に
援
助
の
手
を
差
し
伸
べ
る
者
は
い
な
か
っ
た
︒
こ
れ
以
上
︑
江
陵
に
滞
在
し
続
け
る
こ
と
は
む
ず
か
し
く
な
っ
た
︒
江
陵
に
い
た
の

は
︑
春
か
ら
秋
ま
で
の
半
年
ば
か
り
で
あ
る
︒
杜
甫
は
ふ
た
た
び
家
族
を
引
き
連
れ
︑
確
実
な
目
当
て
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
︑
さ
ら
に
数
十
キ
ロ
南
の
公
安
に
向
か
っ
た
︒

江
陵
を
去
る
に
当
た
っ
て
︑
世
話
に
な
っ
た
友
人
に
詩
を
送
り
︑
そ
の
な
か
で
自
分
の
こ
と
を
﹁
我
が
百
年
の
一
生
は
廃
物
︑
棄
物
と
同
じ
︑
広
き
中
国
の
地
も
︑
み
な
行
き

詰
ま
り
の
袋
小
路
﹂
だ
と
述
べ
て
い
る
︒

更
欲
投
何
處
︑

こ
の
さ
き

更さ
ら

に

何い
ず

れ
の

処
と
こ
ろ

に
か

わ
が
み
を

投と
う

ぜ
ん
と
欲す

る

飄
然
去
此
都
︒

ひ
ら
ひ
ら
と
飄
ひ
ょ
う

然ぜ
ん

と
し
て

わ
れ
は
此こ

の

み
な
み
の
都
み
や
こ

を

去さ

り
ゆ
か
ん

⁝
⁝

⁝
⁝

百
年
同
棄
物
︑

百
ひ
ゃ
く

年ね
ん

の

し
ょ
う
が
い

わ
れ
は

棄す

て
ら
る
る

物も
の

に
同お
な

じ

萬
國
盡
窮
途
︒

ひ
ろ
き
万ば
ん

国こ
く

も

尽
こ
と
ご
と

く

わ
れ
に
は

で
ぐ
ち
な
き

窮
ゆ
き
づ

ま
り
の

途み
ち

な
り

︵﹇
2
2
0
5
_舟
出
江
陵
南
浦
︑
奉
寄
�
少
尹
審
﹈︶

江
陵
か
ら
数
十
キ
ロ
南
の
公
安
に
着
い
た
の
は
晩
秋
の
候
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
公
安
で
も
有
力
な
支
援
者
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
︒
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あ
る
日
︑
杜
甫
は
︑
今
は
引
退
し
て
公
安
に
引
っ
込
ん
で
い
る
王
氏
な
る
人
物
の
自
宅
に
招
か
れ
た
︒
故
郷
が
荊
州
の
人
で
︑
も
と
は
ど
こ
か
の
州
の
長
官
で
あ
っ
た
︒
杜
甫

は
王
氏
に
一
席
設
け
て
も
ら
っ
た
の
で
︑
そ
の
お
礼
に
詩
を
作
っ
た
︒

宴
王
使
君
宅
題
︑
二
首
︑
其
二

王お
う

使し

君く
ん

が
宅た

く

に
宴え

ん

し
て
題だ

い

す
︑
二に

首し
ゅ

︑
其そ

の
二に

泛
愛
容
霜
鬢
︑

泛は
ん

愛あ
い

霜そ
う

鬢び
ん

を
容い

れ

留
歡
卜
夜
閒
︒

留
り
ゅ
う

歓か
ん

夜や

閑か
ん

を
卜ぼ
く

す

自
吟
詩
送
老
︑

自
み
ず
か

ら
詩し

を
吟ぎ
ん

じ
て

老ろ
う

を
送お
く

り

相
對
酒
開
顏
︒

酒さ
け

に
相あ

い
対た
い

し
て

顔か
お

を
開ひ
ら

く

戎
馬
今
何
地
︑

戎
じ
ゅ
う

馬ば

に

今い
ま

何い
ず

れ
の
地ち

ぞ

郷
園
獨
在
山
︒

郷
き
ょ
う

園え
ん

独ひ
と

り
山や
ま

に
在あ

り

江
湖
墮
清
月
︑

江こ
う

湖こ

に

清せ
い

月げ
つ

堕お

ち

酩
酊
任
扶
還
︒

酩め
い

酊て
い

し
て

扶ふ

還か
ん

に
任ま
か

す

使し

君く
ん

の
王お
う

ど
の
が
宅
や
し
き

に

宴
さ
か
も
り

し
て

こ
の
う
た
を
題
か
き
つ

く
︑
二に

首し
ゅ

︑
其そ

の
二に

泛あ
ま
ね

き
愛あ
い

を

お
よ
ぼ
し
て

霜し
も

ふ
り
の

ま
し
ろ
き
鬢び
ん

の

わ
れ
を

う
け
容い

れ

留と
ど

め
て

歓
よ
ろ
こ

び
き
わ
め
ん
と

夜よ

の
閑

し
ず
か

な
る
を

卜
う
ら
な

い

え
ら
べ
り

自み
ず
か

ら

詩う
た

つ
く
っ
て

吟
く
ち
ず
さ

み

老お

い
さ
き
の

の
こ
ん
の
と
き
を

送お
く

り
き
ぬ

相た
が

い
に

こ
よ
い

酒さ
け

に
対む
か

え
ば

う
れ
い
の
顔か
お

も

ほ
こ
ろ
び
開ひ
ら

く

戎ぶ
き

と

い
く
さ
馬う
ま

の

は
び
こ
る
今い
ま

の
よ

ふ
る
さ
と
は

何い
ず

れ
の

地ち

に
や
あ
る

た
だ

き
み
が
郷さ

と

園そ
の

や
は
た
け

独ひ
と

り
こ
の
山や
ま

に

在あ

り
て
の
こ
る
は

さ
い
わ
い
な
り

よ
も
ふ
け
て

江
お
お
か
わ

と

湖
み
ず
う
み

の

ひ
ろ
が
る
と
こ
ろ

清き
よ

ら
け
き

月つ
き

も
堕お

つ
れ
ば

わ
れ
酩め

い

酊て
い

し

あ
し
ふ
ら
つ
き
て
扶た
す

け
ら
れ

つ
れ
還か
え

さ
る
る

ま
ま
に
任ま
か

せ
ん

｢州
の
長
官
の
︑
王
氏
の
屋
敷
で
酒
盛
り
し
︑
こ
の
詩
を
書
き
付
け
た
︒
二
首
﹂
そ
の
二

王
氏
は
︑
博
愛
の
精
神
に
富
む
︑
友
情
に
あ
つ
い
御
仁
で
︑
鬢
の
毛
ま
で
真
っ
白
に
な
っ
た
こ
の
わ
た
し
を
呼
ん
で
︑
酒
盛
り
を
開
い
て
く
れ
た
︒
わ
た
し
を
引
き
留
め
楽
し
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み
を
つ
く
そ
う
と
︑
の
ん
び
り
と
し
た
今
宵
の
こ
の
時
を
選
ん
で
く
れ
た
の
だ
︒

わ
た
し
は
自
分
で
詩
を
作
り
︑
そ
れ
を
吟
じ
︑
そ
う
や
っ
て
四
十
代
の
終
わ
り
か
ら
︑
残
り
の
人
生
を
過
ご
し
て
き
た
︒
今
日
︑
あ
な
た
と
向
か
い
合
っ
て
︑
こ
う
し
て
二
人

し
て
酒
を
酌
み
交
わ
せ
ば
︑
憂
い
顔
は
消
え
失
せ
て
︑
気
持
ち
は
ほ
が
ら
か
に
な
っ
て
く
る
︒

到
る
と
こ
ろ
戦
乱
が
は
び
こ
り
︑
国
土
が
荒
廃
し
て
し
ま
っ
た
今
の
世
に
︑
懐
か
し
い
故
郷
な
ど
と
い
う
も
の
が
︑
い
っ
た
い
何
処
に
あ
る
と
い
う
の
か
︒
と
こ
ろ
が
王
氏
だ

け
は
こ
の
山
に
︑
故
郷
の
田
園
が
荒
れ
ず
に
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
て
︑
幸
い
な
こ
と
で
あ
る
︒

夜
も
更
け
て
︑
長
江
や
湖
の
広
が
る
こ
の
地
に
︑
澄
ん
だ
月
が
沈
ん
で
い
き
︑
や
が
て
宴
も
お
開
き
と
な
る
︒
わ
た
し
は
す
っ
か
り
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
︑
ひ
と
り
で
は
歩
く
こ
と

も
で
き
な
い
有
り
様
︒
人
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
家
ま
で
︑
送
り
届
け
て
も
ら
う
が
ま
ま
に
任
せ
て
お
こ
う
︒

＊

＊

冒
頭
の
一
句
が
︑
ひ
ど
く
卑
下
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
︒
相
手
の
王
氏
は
︑
も
と
は
州
の
長
官
ほ
ど
の
中
級
官
僚
で
︑
今
は
現
職
で
は
な
い
︒
そ
の
人
を
杜
甫
は
﹁
泛
愛
﹂

の
人
と
呼
び
︑
自
分
を
霜
の
よ
う
に
︑
白
い
髪
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
一
老
人
と
言
う
︒
こ
の
﹁
泛
愛
﹂
は
︑
唐
詩
に
四
例
し
か
見
い
だ
せ
ず
︑
み
な
杜
甫
が
使
う
︒
し
か
も
杜
甫

の
使
い
方
に
は
特
徴
が
あ
り
︑
す
べ
て
大
暦
三
年
以
降
︑
江
陵
に
下
っ
て
か
ら
で
あ
り
︑
み
な
友
人
と
い
う
意
味
で
用
い
て
い
る
︒
元
来
︑
あ
ま
ね
く
人
を
愛
す
る
の
意
味
で
︑

こ
こ
で
は
自
分
に
も
恩
情
を
及
ぼ
し
て
く
れ
る
︑
王
使
君
を
指
し
て
い
る
︒

ほ
か
の
三
例
は
︑
一
つ
は
間
も
な
く
江
陵
に
︑
到
着
し
よ
う
と
す
る
時
の
詩
で
︑
江
陵
節
度
使
の
幕
府
の
役
人
た
ち
に
︑
あ
ら
か
じ
め
挨
拶
を
送
っ
て
︑﹁
蒼そ
う

茫ぼ
う

と
し
て

泛

愛
の
前
﹂
と
詠
じ
る
︒
当
て
ど
こ
ろ
な
く
︑
こ
の
先
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
く
の
か
さ
え
分
か
ら
な
い
︑
そ
ん
な
自
分
が
︑
泛
愛
な
る
あ
な
た
た
ち
の
前
に
い
ま
す
︒
だ
か
ら
ど

う
か
そ
ん
な
私
を
︑
あ
な
た
た
ち
の
広
い
愛
で
受
け
入
れ
て
下
さ
い
と
︑
そ
の
人
た
ち
に
情
け
を
請
う
て
い
る
︒︵﹇
2
1
3
2
_行
く
ゆ
く
古
城
の
店
は
た
ご

に
次や
ど

り
︑
江か
わ

に
泛う
か

び
て
作
る
︒

鄙ひ
な

び
て
拙
つ
た
な

き
を
揆は
か

ら
ず
︑
江こ
う

陵
り
ょ
う

幕
府
の
諸し
ょ

公こ
う

に
呈て
い

し

奉
た
て
ま
つ

る
﹈︶

残
り
の
二
例
は
江
陵
よ
り
さ
ら
に
南
の
︑
潭た
ん

州
し
ゅ
う

で
作
っ
た
詩
で
︑
亡
く
な
る
一
年
前
で
あ
る
︒
そ
の
一
つ
︑
左
に
掲
げ
る
詩
で
は
︑
時
候
の
挨
拶
を
し
て
く
る
友
人
は
た
く

さ
ん
い
る
の
に
︑
苦
況
を
救
っ
て
く
れ
る
実
質
的
な
友
は
い
な
い
︑
と
な
げ
い
て
い
る
︒

久
客
多
枉
友
朋
書
︑

た
び
さ
き
に
久
し
く

客
た
び
び
と

た
れ
ば

友と

朋も

よ
り

書ふ
み

を
ば

枉
わ
ざ
わ
ざ

よ
せ
ら
る
る
こ
と

多
く

素
書
一
月
凡
一
束
︒

素
し
ろ
ぎ
ぬ

に
か
か
れ
し

そ
の
書ふ
み

は

一ひ
と

月つ
き

に

あ
わ
せ
て
凡お
よ

そ

一ひ
と

束た
ば

と
も
な
る

虚
名
但
蒙
寒
暄
問
︑

な
か
み
も
な
く
虚
う
つ
ろ

な
る

わ
が
名
ほ
ま
れ

は

寒
さ
暄
あ
た
た

か
さ

あ
い
さ
つ
問ぶ
み

を

但た

だ
蒙
こ
う
む

る
の
み

泛
愛
不
救
溝
壑
辱
︒

溝み
ぞ

や
壑た
に

ま
に

う
も
れ
し
ぬ

辱
は
ず
か
し

め

う
く
る
お
そ
れ
を

泛は
ん

愛あ
い

の

と
も
が
ら
は
救
わ
ず

﹇
2
3
0
6
_秋
の
暮
に
︑
裴は
い

道
州
ど
の
の

手て

ず
か
ら
の
札ふ
み

を

枉
わ
ざ
わ
ざ

た
ま
わ
り
︑
率
に
わ
か

爾に

興
き
ょ
う

を
遣や

り
て

こ
の
う
た
を
つ
く
り
︑
侍じ

御ぎ
ょ

の
蘇そ

渙か
ん

ど
の
に

寄
せ
て
遞お
く

り
呈
さ
し
あ

ぐ
﹈

も
う
一
つ
は
︑
中
央
か
ら
き
た
潭
州
の
事
務
長
官
の
李り

曛く
ん

に
対
し
て
︑
回
り
の
友
人
は
う
わ
べ
だ
け
の
同
情
を
︑
私
に
寄
せ
く
れ
る
だ
け
に
す
ぎ
な
い
︑
と
訴
え
て
い
る
︒

︵﹇
2
3
0
7
_判は
ん

官が
ん

の
李
八
丈
曛く
ん

ど
の
に
贈
り

奉
た
て
ま
つ

る
﹈︶

所
親
問
淹
泊
︑

親
し
き

所
の
ひ
と
は

淹ひ
さ

し
く

ふ
な
泊ど

ま
り
す
る

わ
れ
を

な
ぐ
さ
め
問
い

泛
愛
惜
衰
朽
︒

泛
あ
ま
ね

く

ひ
と
を
愛
す

と
も
が
ら
は

衰
お
と
ろ

え
朽く

ち
ゆ
く

こ
の
わ
れ
を

か
な
し
み
惜お

し
む
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⁝
⁝

⁝
⁝

真
成
窮
轍
鮒
︑

真
ま
こ
と

に

わ
れ
は

轍
わ
だ
ち

の

み
ず
た
ま
り
に

窮こ
ま

り
は
て
た
る

鮒ふ
な

と
成な

り

或
似
喪
家
狗
︒

或あ
る

い
は

あ
る
じ
に

か
え
り
み
ら
れ
ぬ

喪も

に
あ
る
家
の

狗い
ぬ

に
ぞ

似
た
る

⁝
⁝

⁝
⁝

知
音
為
回
首
︒

わ
が
知ち

音い
ん

な
る

お
か
た

ね
が
わ
く
は

わ
が
為た
め

に

首
こ
う
べ

を
回め
ぐ

ら
し

た
ま
わ
ん
こ
と
を

杜
甫
は
江
陵
以
後
︑
確
実
な
後
ろ
盾
が
な
く
な
り
︑
生
活
が
×
迫
し
て
き
て
い
た
︒
こ
の
﹁
泛
愛
﹂
は
そ
う
し
た
な
か
で
︑
あ
ま
り
親
し
く
な
い
人
に
対
し
て
も
︑
好
意
を
乞
い

求
め
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
︑
反
映
し
た
言
葉
で
あ
ろ
う
︒

次
に
三
句
め
は
︑
詩
を
作
っ
て
残
り
の
老
年
期
を
送
っ
て
き
た
と
述
べ
る
が
︑
実
は
﹁
老
﹂
は
︑
も
っ
と
若
い
時
期
を
指
し
て
も
使
わ
れ
る
︒
た
と
え
ば
杜
甫
が
ま
だ
四
十
三

歳
で
︑
官
に
就
け
ず
︑
つ
ら
い
就
職
運
動
を
し
て
い
た
と
き
︑
杜
甫
は
自
分
の
こ
と
を
︑
杜
陵
出
身
の
︑
い
ま
だ
野
に
い
る
老
人
と
呼
び
︑﹁
杜と

陵
り
ょ
う

の
野や

老ろ
う

骨
は
折
れ
ん
と

欲す

﹂
と
詠
じ
て
い
る
︒
ま
た
﹁
此こ

の

老
お
い
ぼ
れ

は
︑
声
た
て
る
こ
と
無
く
む
せ
び
な
き
︑
涙
な
が
し
て
血
を
垂た

ら
す
﹂
と
︑
自
分
を
哀
れ
に
描
き
出
し
て
い
る
︵﹇
0
2
0
8
_投
簡
咸
華
兩

縣
諸
子
﹈︶︒
こ
の
よ
う
に
四
十
代
以
後
を
︑
老
と
呼
ぶ
の
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
︒

儒
教
的
処
世
観
で
は
︑
官
人
と
し
て
生
き
る
こ
と
こ
そ
が
正
統
的
な
生
き
方
で
あ
る
︒
だ
か
ら
﹁
老
を
送
る
﹂
と
い
う
言
い
方
は
︑
本
道
に
の
り
そ
こ
ね
た
︑
本
来
的
で
は
な

い
生
き
方
︑
正
規
の
人
生
の
余
り
も
の
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
官
僚
と
は
為
ら
な
い
生
き
方
な
の
で
︑
中
国
で
は
そ
れ
は
︑
隠
X
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
︒
杜
甫
は
︑
四
十

八
歳
で
華
州
の
地
方
官
を
辞
め
︑
そ
れ
か
ら
正
規
の
官
職
に
就
い
て
い
な
い
の
で
︑
秦
州
以
後
は
基
本
的
に
﹁
老
を
送
る
﹂
人
生
で
あ
る
︒

華
州
か
ら
秦
州
︑
成
都
へ
と
流
れ
て
き
た
杜
甫
は
︑
五
十
三
歳
の
時
︑
成
都
草
堂
の
四
本
の
松
の
木
を
︑
余
生
を
送
っ
て
い
く
心
の
支
え
︑
精
神
の
資
本
に
な
る
と
詠
じ
た
こ

と
が
あ
る
︵﹇
1
3
2
6
_四
ほ
ん
の
松
の
き
﹈︶︒

足
為
送
老
資
︑

こ
の

ま
つ
の
き
は

老
を
送
る

資
も
と
で

と

為な

す
に
足た

り

聊
待
偃
蓋
張
︒

偃ふ

せ
て
蓋お
お

う
が
ご
と
き

こ
の
え
だ

の
び
て
張は

ら
ん
こ
と
を

聊
い
さ
さ

か
待
た
ん

さ
ら
に
︑
こ
の
詩
で
は
﹁
詩
を
吟
じ
て
﹂
老
を
送
る
︑
と
も
述
べ
て
い
る
︒
た
し
か
に
杜
甫
は
︑
官
を
辞
め
て
か
ら
は
︑
詩
人
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
決
意
し
︑
そ
れ
以
後
の

後
半
生
は
秦
州
︑
成
都
︑
夔
州
と
旅
を
つ
づ
け
︑
た
く
さ
ん
の
詩
を
歌
い
な
が
ら
生
き
て
き
た
︒
当
時
の
士
大
夫
は
︑
中
途
で
官
を
辞
め
れ
ば
︑
普
通
は
故
郷
に
帰
っ
て
︑
荘
園

で
生
計
を
立
て
︑
子
弟
を
教
育
し
た
り
︑
詩
文
を
作
っ
た
り
︑
学
問
を
し
た
り
し
て
隠
X
生
活
を
送
っ
た
︒
杜
甫
の
よ
う
に
︑
親
戚
友
人
の
援
助
に
頼
り
な
が
ら
︑
詩
人
と
し
て

異
郷
を
旅
し
て
生
き
て
い
く
と
い
う
の
は
︑
当
時
と
し
て
は
非
常
に
稀
な
生
き
方
で
あ
っ
た
︒
も
ち
ろ
ん
出
版
界
な
ど
は
ま
だ
存
在
し
な
か
っ
た
︒
だ
か
ら
そ
の
人
生
は
︑
大
変

な
困
難
を
強
い
ら
れ
た
︒

さ
て
︑
こ
の
﹁
送
老
﹂
は
杜
甫
が
詩
で
は
じ
め
て
用
い
た
言
葉
で
︑
そ
の
後
白
居
易
が
何
度
も
詩
に
使
い
︑
宋
代
に
も
影
響
を
与
え
た
︒
白
居
易
は
六
十
四
歳
の
と
き
︑
長
安

か
ら
近
い
同
州
の
長
官
︵
刺
史
︶
に
任
ぜ
ら
れ
︑
そ
れ
を
断
っ
た
こ
と
が
あ
る
︒﹁

詔
み
こ
と
の
り

も
て
同ど
う

州
し
ゅ
う

の
刺し

史し

を
授
け
ら
る
る
も
︑
病
や
ま
い

に
て
任に
ん

に
赴
お
も
む

か
ず
︑
因よ

り
て
懐お
も

う
所
を

詠う
た

う
﹂
の
詩
で
︑

誠
愛
俸
錢
厚
︑

そ
の
俸ほ
う

給
き
ゅ
う

の

お
銭か
ね

の
厚
き
を

誠
に
わ
れ
は

愛い
と

お
し
む
も
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其
如
身
力
衰
︒

わ
が
身
と

力
の
衰
う
る
を

其
如

い

か

ん

せ
ん

⁝
⁝

⁝
⁝

賣
卻
新
昌
宅
︑

長
安
の
新
昌
の
宅
や
し
き

を

売
り
却は
ら

い

聊
充
送
老
資
︒

聊
い
さ
さ

か

老
を
送
る

資
も
と
で

に
充あ

て
ん

と
詠
じ
て
い
る
︒
白
居
易
は
︑
杜
甫
が
四
本
の
松
を
﹁
送
老
の
資
﹂
と
呼
ん
だ
言
葉
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
︑
売
却
可
能
な
都
長
安
の
邸
宅
を
︑
老
を
送
る
資
本
と
み
て
い
る
︒

ま
た
白
居
易
は
他
の
詩
で
は
︑
左
遷
さ
れ
た
江
州
司
馬
の
官
や
︑
江
南
の
大
藩
で
あ
る
杭
州
の
長
官
を
︑﹁
送
老
の
官
﹂
と
も
呼
ん
だ
こ
と
が
あ
る
︒
中
央
政
治
に
あ
ま
り
関

係
の
な
い
地
方
官
や
︑
左
遷
さ
れ
た
閑
職
に
就
い
て
い
る
こ
と
を
︑
な
か
ば
隠
X
だ
と
見
な
す
の
は
︑
白
居
易
の
周
辺
で
流
行
し
だ
し
た
言
い
方
で
あ
る
︒
マ
イ
ナ
ー
な
状
況
を

プ
ラ
ス
に
転
じ
る
逆
転
の
発
想
法
で
︑
逆
境
に
耐
え
て
生
き
抜
く
た
め
の
智
恵
で
あ
る
︒
し
か
し
売
る
べ
き
邸
宅
も
な
く
︑
そ
ん
な
官
に
も
就
い
て
い
な
か
っ
た
杜
甫
は
︑
詩
を

吟
じ
詩
人
と
し
て
︑
老
を
送
っ
て
い
く
人
生
は
︑
す
が
る
べ
き
も
の
と
言
え
ば
︑
友
人
た
ち
の
博
愛
的
な
支
援
の
み
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

詩
の
最
後
は
︑
酒
席
の
宴
に
あ
ず
か
っ
た
あ
と
︑
ど
の
よ
う
に
酔
っ
ぱ
ら
い
︑
満
足
し
た
か
を
詠
じ
て
い
る
︒
酔
態
の
描
き
方
は
い
ろ
い
ろ
で
︑
杜
甫
も
か
つ
て
︑
酒
飲
み
で

有
名
な
李
白
や
張
ち
ょ
う

旭
き
ょ
く

ら
︑
八
人
の
酔
狂
人
の
酔
い
ざ
ま
を
︑
お
も
し
ろ
お
か
し
く
描
い
た
こ
と
が
あ
る
︒﹁
李
白
一
斗

詩
百
篇
﹂
で
お
な
じ
み
の
詩
で
あ
る
︵﹇
0
2
0
1
_飲
中

八
仙
歌
﹈︶︒
し
か
し
こ
こ
で
は
︑
自
分
自
身
の
酔
っ
ぱ
ら
っ
た
様
子
を
描
く
︒
杜
甫
は
こ
の
詩
の
中
で
︑
王
使
君
の
大
き
な
恩
情
に
安
心
し
て
包
ま
れ
な
が
ら
︑
腰
も
ふ
に
ゃ
ふ

に
ゃ
に
酔
っ
ぱ
ら
い
︑
自
分
の
身
を
人
に
ゆ
だ
ね
き
っ
て
い
る
︒
杜
甫
に
は
︑
ち
っ
ぽ
け
な
自
己
の
面
子
や
︑
尊
厳
や
ら
を
投
げ
出
し
て
︑
も
っ
と
大
き
な
も
の
に
ゆ
だ
ね
る
と

い
う
考
え
方
が
あ
る
が
︑
こ
の
表
現
は
そ
れ
に
通
じ
る
所
が
あ
る
︒
杜
甫
の
酔
っ
ぱ
ら
い
方
の
一
つ
の
理
想
が
︑
こ
こ
に
は
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
詩
は
︑
王

使
君
が
酒
食
で
も
て
な
し
て
く
れ
た
こ
と
へ
の
お
礼
だ
か
ら
︑
相
手
を
ほ
め
る
の
が
礼
儀
で
あ
る
︒
自
分
の
酔
っ
ぱ
ら
い
の
風
体
を
︑
こ
の
よ
う
に
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
︑
王
使

君
の
泛
愛
を
ほ
め
︑
お
礼
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

｢月
堕
つ
﹂
は
︑
普
通
は
﹁
月
落
つ
﹂
や
﹁
月
沈
む
﹂
が
使
わ
れ
︑﹁
堕
﹂
が
使
わ
れ
る
の
は
稀
で
あ
る
︒
こ
の
三
つ
は
意
味
の
上
で
も
︑
平
ひ
ょ
う

仄そ
く

の
上
で
も
ほ
ぼ
同
じ
だ
か
ら
︑

ど
れ
を
用
い
て
も
よ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
杜
甫
が
自
分
の
身
体
を
︑
酔
っ
て
人
に
任
せ
っ
ぱ
な
し
に
し
て
い
る
の
は
︑
い
か
に
も
く
ず
れ
落
ち
る
語
感
の
あ
る

﹁
堕
﹂
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
︒

六

も
っ
と
も

小
役
人
に
ぞ

軽
ん
ぜ
ら
る
る

﹇
2
2
1
8
_
久
客
﹈

大
暦
三
年
︵
七
六
八
︶
の
冬
︑
五
十
七
歳
︑
公
安
で
の
作
で
あ
る
︒
こ
の
年
の
正
月
は
夔
州
を
去
っ
て
江
陵
に
至
り
︑
秋
に
は
江
陵
を
離
れ
て
公
安
に
来
た
︒
年
末
に
は
さ
ら

に
岳
陽
に
下
る
︒
以
後
︑
杜
甫
は
︑
各
地
の
友
人
︑
知
人
を
頼
っ
て
湖
北
︑
湖
南
省
の
両
湖
一
帯
を
船
旅
で
転
々
と
す
る
︒

老
病
で
官
に
も
就
け
ず
︑
戦
乱
で
故
郷
の
荘
園
も
荒
れ
果
て
︑
生
計
の
手
立
て
を
も
た
な
い
杜
甫
は
︑
も
っ
ぱ
ら
地
方
官
と
な
っ
て
い
る
彼
ら
の
好
意
に
す
が
る
し
か
な
か
っ

た
︒
だ
が
︑
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
︑
そ
の
後
の
長
沙
で
は
︑
漢
方
薬
の
薬
材
を
売
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
る
し
︑
機
会
が
あ
れ
ば
︑
学
問
や
詩
作
の
指
導
を
し
て
生
計
の
足
し
に
も

し
て
い
た
︒
そ
の
痕
跡
が
詩
に
残
っ
て
い
る
︒
し
か
し
商
業
的
な
出
版
文
化
な
ど
存
在
し
な
い
当
時
に
あ
っ
て
は
︑
や
は
り
人
の
援
助
に
頼
る
し
か
な
か
っ
た
︒
作
家
と
し
て
経
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済
的
に
自
立
し
て
い
く
に
は
︑
あ
ま
り
に
も
時
代
が
早
す
ぎ
た
︒
最
初
は
︑
援
助
を
し
て
く
れ
た
人
も
︑
滞
在
が
長
引
く
と
︑
次
第
に
不
機
嫌
に
な
っ
て
い
く
の
は
人
の
世
の

常
︒
と
く
に
杜
甫
の
詩
学
の
深
さ
を
理
解
し
な
い
現
地
の
小
役
人
た
ち
は
︑
杜
甫
を
老
醜
の
外
貌
だ
け
で
判
断
す
る
︒

知
人
達
の
心
変
わ
り
や
︑
小
役
人
た
ち
の
あ
か
ら
さ
ま
な
蔑
視
の
視
線
に
耐
え
ら
れ
ず
︑
ま
た
杜
甫
は
場
所
を
移
っ
て
い
く
︒
洞
庭
湖
附
近
の
ど
こ
か
で
客
死
す
る
大
暦
五
年

の
冬
ま
で
︑
残
さ
れ
た
二
年
間
を
︑
杜
甫
は
こ
の
よ
う
に
し
て
流
れ
歩
く
生
活
を
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒

次
の
詩
か
ら
は
︑
そ
の
流
浪
の
生
活
の
み
じ
め
な
実
態
が
見
え
て
く
る
︒
し
か
し
杜
甫
の
詩
は
自
分
の
不
幸
を
嘆
く
だ
け
に
は
終
わ
ら
な
い
︒
さ
ら
に
国
の
不
幸
へ
と
広
が
っ

て
い
く
︒
今
日
か
ら
見
る
と
︑
そ
こ
に
杜
甫
の
詩
の
救
い
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒

久
客

久
き
ゅ
う

客か
く

羈
旅
知
交
態
︑

羈き

旅り
ょ

に

交こ
う

態た
い

を
知し

り

淹
留
見
俗
情
︒

淹え
ん

留
り
ゅ
う

し
て

俗ぞ
く

情
じ
ょ
う

を
見み

る

衰
顏
聊
自
哂
︑

衰す
い

顔が
ん

聊
い
さ
さ

か
自
み
ず
か

ら
哂わ
ら

い

小
吏
最
相
輕
︒

小
し
ょ
う

吏り

最
も
っ
と

も
相あ

い
軽か
ろ

ん
ず

去
國
哀
王
粲
︑

国く
に

を
去さ

っ
て

王お
う

粲さ
ん

哀か
な

し
み

傷
時
哭
賈
生
︒

時と
き

を
傷い
た

ん
で

賈か

生せ
い

哭こ
く

す

狐
狸
何
足
道
︑

狐こ

狸り

何な
ん

ぞ
道い

う
に
足た

ら
ん

豺
虎
正
縱
横
︒

豺さ
い

虎こ

正ま
さ

に
縦
じ
ゅ
う

横お
う

な
り

久ひ
さ

し
く

客
た
び
び
と

と
な
り
て

羈た
び

ま
た

旅た
び

に
く
れ

ひ
と
と
の
交ま
じ

わ
り

ま
こ
と
の
あ
り
態さ
ま

し
み
じ
み
と
知し

り

た
び
さ
き
に

淹ひ
さ

し
く
留と
ど

ま
り

俗
う
き
よ

の
情な
さ

け

あ
つ
き
う
す
き
を

ま
ざ
ま
ざ
と
見み

る

衰お
と
ろ

え
し

わ
が
顔か
お

か
え
り
み
て

聊
い
さ
さ

か

自
み
ず
か

ら

あ
ざ
け
り
哂わ
ら

う
は

小
さ
き

し
も
の
吏

つ
か
さ

び
と

最
も
っ
と

も
相わ
れ

を

軽か
ろ

ん
ず
れ
ば
な
り

む
か
し

王お
う

粲さ
ん

い
く
さ
の
国く
に

を

の
が
れ
去さ

り

哀か
な

し
く

み
や
こ
を

な
つ
か
し
む

時と
き

の
う
ご
き
に

こ
こ
ろ
傷い
た

め
て

賈か

生
せ
ん
せ
い

は

こ
え

は
り
あ
げ

哭な

け
り
と
ぞ

狐き
つ
ね

や
狸
た
ぬ
き

の

ち
い
さ
き
わ
る
も
の

何な
ん

ぞ

い
ち
い
ち

道い

う
に
足た

ら
ん
や
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豺お
お
か
み

や
虎と

ら

の

だ
い
あ
く
と
う
ぞ

正ま
さ

に

わ
ろ
き
お
こ
な
い

縦
横

ほ
し
い
ま
ま

に

し
ほ
う
だ
い
な
る

｢長
ら
く
他
郷
に
旅
人
と
な
っ
て
﹂

旅
人
と
し
て
他
所
に
身
を
寄
せ
る
と
︑
人
と
の
交
わ
り
で
︑
世
間
の
態
度
が
い
か
に
冷
た
い
か
が
︑
よ
く
分
か
る
︒
長
い
あ
い
だ
見
知
ら
ぬ
土
地
に
留
ま
る
と
︑
俗
世
間
の
人

情
が
い
か
に
薄
い
か
が
︑
よ
く
見
え
て
く
る
︒

身
分
の
あ
る
人
々
よ
り
小
役
人
の
ほ
う
が
︑
か
え
っ
て
わ
た
し
を
見
下
し
て
く
る
︒
鏡
に
う
つ
っ
た
自
分
の
衰
え
た
顔
を
み
る
と
︑
そ
れ
も
無
理
な
か
ら
ぬ
こ
と
と
︑
自
%
気

味
に
自
分
で
笑
っ
て
し
ま
う
︒

魏
の
詩
人
の
王お
う

粲さ
ん

は
︑
後
漢
末
の
動
乱
の
た
め
に
︑
都
の
長
安
を
去
っ
て
南
の
か
た
荊け
い

州
し
ゅ
う

に
下
り
︑
望
郷
の
念
に
涙
し
た
︒
前
漢
の
博
士
出
身
の
賈か

誼ぎ

先
生
は
︑
当
世
の
社

会
不
安
を
憂
え
て
天
子
に
建
言
し
︑
声
を
あ
げ
て
泣
い
た
︒
わ
た
し
も
︑
ち
ょ
う
ど
彼
ら
の
境
遇
と
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
︒

狐
や
狸
の
よ
う
な
小
悪
党
︑
下
役
人
は
︑
わ
ざ
わ
ざ
取
り
立
て
て
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
︒
問
題
は
︑

豺
や
ま
い
ぬ

や
虎
の
よ
う
な
大
悪
党
︑
逆
賊
が
︑
勝
手
気
ま
ま
に
悪
事
の

や
り
た
い
放
題
で
あ
る
こ
と
だ
︒

＊

＊

一
︑
二
句
め
は
︑
世
間
の
人
情
の
薄
さ
は
︑
旅
で
こ
そ
よ
く
わ
か
る
と
述
べ
る
︒
も
ち
ろ
ん
そ
の
反
対
の
場
合
も
あ
る
︒
不
自
由
な
旅
で
︑
人
の
親
切
︑
温
か
さ
を
身
に
し
み

て
感
じ
た
︑
な
ど
と
い
う
例
は
山
ほ
ど
あ
る
︒
ど
ち
ら
も
正
し
か
ろ
う
が
︑
公
安
と
い
う
土
地
で
︑
杜
甫
は
世
の
薄
情
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
た
︒
よ
ほ
ど
身
に
こ
た
え
た
の
で
あ

ろ
う
︑
一
︑
二
句
め
を
﹁
互ご

文ぶ
ん

﹂
の
修
辞
を
用
い
て
強
調
し
て
い
る
︒

こ
こ
で
い
う
互
文
と
は
︑
上
句
と
下
句
の
一
対
の
中
で
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
主
部
と
述
部
を
入
れ
替
え
て
も
意
味
が
通
じ
︑
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
の
主
部
と
述
部
を
︑
総
合
し
て
意
味
を

考
え
る
も
の
で
あ
る
︒
例
え
ば
こ
の
詩
で
上
下
句
の
主
部
と
述
部
を
置
き
換
え
て
︑
旅
の
な
か
で
俗
世
間
の
薄
情
さ
を
見
る
こ
と
に
な
り
︑
長
居
し
て
は
じ
め
て
人
と
人
の
交
わ

り
の
実
態
を
知
る
︑
と
言
っ
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
︒
互
文
は
結
局
は
︑
同
じ
趣
旨
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
の
だ
が
︑
イ
メ
ー
ジ
が
重
層
的
に
な
り
︑
広
が
り
を
も
つ
効
果
が

あ
る
︒
た
だ
こ
の
場
合
は
︑
ほ
ぼ
同
義
反
復
に
堕
し
︑
言
葉
数
が
多
い
分
だ
け
︑
冗
長
に
流
れ
て
い
る
感
を
否
め
な
い
︒
た
だ
し
同
じ
事
を
冒
頭
か
ら
二
回
も
繰
り
返
さ
れ
る
の

で
︑
杜
甫
の
こ
の
時
の
屈
辱
感
︑
や
り
き
れ
な
さ
が
︑
読
者
の
頭
に
よ
く
入
っ
て
く
る
︒

三
︑
四
句
め
は
順
接
と
し
て
で
も
︑
倒
置
と
し
て
で
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
︒
順
接
な
ら
︑
み
す
ぼ
ら
し
さ
を
自
分
で
も
笑
い
︑
小
役
人
に
も
軽
ん
ぜ
ら
れ
る
︑
と
な
ろ
う
︒

し
か
し
そ
れ
よ
り
は
︑
倒
置
と
し
て
読
ん
だ
方
が
動
的
で
あ
る
︒
押
韻
の
都
合
で
倒
置
に
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
思
い
が
け
ず
小
役
人
に
軽
ん
じ
ら
れ
て
し
ま
い
︑
な
ぜ
か

と
鏡
に
姿
を
照
ら
し
て
み
た
ら
︑
こ
の
衰
え
は
て
た
顔
で
は
さ
も
あ
り
な
ん
と
︑
腹
を
立
て
る
よ
り
先
に
︑
自
ら
を
あ
ざ
け
り
笑
っ
て
し
ま
っ
た
︑
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る
︒
こ

の
よ
う
に
︑
ど
ち
ら
も
解
釈
可
能
で
︑
ど
ち
ら
が
正
し
い
と
判
定
で
き
な
い
場
合
︑
詩
を
よ
り
よ
く
す
る
方
向
で
読
ん
だ
ほ
う
が
い
い
で
あ
ろ
う
︒
作
品
に
む
か
う
鑑
賞
者
の
ス

タ
ン
ス
の
問
題
に
も
か
か
わ
っ
て
く
る
が
︑
そ
う
読
ん
だ
ほ
う
が
作
品
が
持
っ
て
い
る
可
能
性
を
︑
う
ま
く
掘
り
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
︒

五
︑
六
句
め
に
︑
突
然
︑
い
に
し
え
の
王
粲
や
賈
誼
の
故
事
が
出
て
く
る
︒
も
と
も
と
﹁
転
﹂
の
聯
だ
か
ら
︑
急
に
話
題
が
変
わ
っ
て
も
当
然
と
言
え
ば
当
然
で
あ
る
︒
二
人

古 川 末 喜(23)246



と
も
漢
と
魏
の
時
代
の
著
名
な
学
者
︑
文
学
者
で
︑
賈
誼
は
南
の
長
ち
ょ
う

沙さ

に
流
さ
れ
︑
王
粲
は
南
の
荊
州
に
旅
寓
し
て
北
の
故
郷
を
懐
か
し
ん
だ
︒
み
な
南
方
で
意
を
得
な
か
っ

た
人
達
で
あ
る
︒
二
人
の
不
運
な
運
命
に
︑
南
へ
流
れ
て
き
た
杜
甫
が
︑
自
分
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
自
ら
の
不
遇
を
︑
彼
ら
に
だ
ぶ
ら
せ
る
の
は
︑

杜
甫
の
勝
手
だ
し
︑
今
日
か
ら
見
る
と
︑
賈
誼
や
王
粲
よ
り
有
名
な
杜
甫
が
︑
そ
う
喩
え
る
の
に
違
和
感
は
な
い
︒
だ
が
当
時
の
人
の
目
に
は
ど
う
見
え
た
か
︒
杜
甫
は
︑
詩
の

技
倆
が
高
か
っ
た
点
は
世
間
か
ら
一
目
お
か
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
︑
李
白
の
よ
う
に
有
名
な
詩
人
で
は
︑
ま
だ
な
か
っ
た
︒
そ
ん
な
杜
甫
が
︑
歴
史
上
の
著
名
な
賈
誼
と
王
粲

に
︑
自
ら
を
な
ぞ
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒
お
そ
ら
く
自
負
心
だ
け
強
い
︑
身
の
ほ
ど
知
ら
ず
の
厚
か
ま
し
い
老
人
と
見
え
た
の
で
は
な
い
か
︒
そ
う
︑
杜
甫
に
は
少
し
ば
か
り

図
々
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
詩
を
作
っ
た
き
っ
か
け
は
︑
三
︑
四
句
め
に
あ
る
よ
う
に
︑
小
役
人
か
ら
ま
で
も
︑
あ
な
ど
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
小
役
人
は
外
見
で
し
か
人
を
判
断
し
な
い
︒
杜
甫

の
学
問
や
文
学
の
深
さ
は
わ
か
ら
な
い
の
だ
か
ら
仕
方
の
な
い
こ
と
だ
と
言
え
る
︒
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
ひ
ど
く
腹
の
立
つ
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
し
か
し
そ
ん
な
こ
と
は
︑
自
分

を
笑
い
飛
ば
し
て
何
と
か
解
消
で
き
る
︒
杜
甫
が
他
の
詩
人
と
違
う
の
は
こ
こ
か
ら
だ
︒
問
題
な
の
は
︑
大
悪
党
ど
も
が
悪
逆
無
道
な
振
る
舞
い
を
し
て
︑
世
の
人
々
を
塗
炭
の

苦
し
み
に
お
と
し
い
れ
て
い
る
こ
と
︒
杜
甫
は
そ
う
述
べ
て
︑
世
俗
の
人
情
の
薄
さ
か
ら
出
発
し
て
︑
社
会
の
無
法
さ
︑
野
蛮
さ
に
目
を
向
け
て
い
る
︒
自
分
の
小
さ
な
不
幸
に

留
ま
ら
ず
に
︑
さ
ら
に
世
界
の
も
っ
と
大
き
な
不
幸
へ
と
思
い
を
め
ぐ
ら
す
︑
杜
甫
の
思
考
の
パ
タ
ー
ン
が
︑
こ
こ
に
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
︒

こ
れ
と
反
対
の
ベ
ク
ト
ル
が
白
居
易
で
あ
る
︒
自
分
の
不
幸
に
ぶ
つ
か
り
悲
し
む
が
︑
世
の
大
き
な
不
幸
を
か
え
り
み
て
︑
自
分
は
よ
り
ま
し
な
不
幸
だ
っ
た
と
気
を
取
り
直

す
︒
こ
れ
も
自
分
を
安
F
さ
せ
る
有
効
な
方
法
で
︑
こ
れ
が
我
々
普
通
の
人
間
の
や
り
方
で
あ
ろ
う
︒
白
居
易
の
特
徴
は
︑
そ
う
い
う
誰
に
も
共
感
で
き
る
方
策
を
提
示
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
︒
だ
と
す
れ
ば
︑
我
々
凡
人
に
は
真
似
の
で
き
な
い
︑
気
高
い
精
神
を
示
し
て
く
れ
て
い
る
の
が
杜
甫
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

と
は
い
え
こ
の
詩
を
書
い
て
︑
杜
甫
の
腹
立
ち
は
消
え
去
っ
た
だ
ろ
う
か
︒
杜
甫
だ
っ
て
生
身
の
人
間
だ
︒
平
静
に
な
れ
た
な
ら
︑
こ
ん
な
詩
を
書
く
は
ず
が
な
い
︒
い
ま
だ

腹
の
虫
が
お
さ
ま
ら
な
い
杜
甫
︑
小
さ
な
屈
辱
感
を
止
揚
し
て
︑
も
っ
と
大
き
な
不
幸
へ
と
思
い
を
及
ぼ
す
杜
甫
︑
そ
の
両
方
と
も
が
︑
詩
人
杜
甫
の
真
実
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

七

わ
が
歌
の
才

尽
き
る
こ
と

あ
る
ま
じ

﹇
2
2
2
6
_
泊
岳
陽
城
下
﹈

公
安
で
も
生
計
の
目
途
が
立
た
ず
︑
大
暦
三
年
︵
七
六
八
︶
の
年
の
瀬
も
押
し
つ
ま
る
こ
ろ
︑
杜
甫
は
朝
は
や
く
公
安
を
旅
立
っ
た
︒
向
か
う
と
こ
ろ
は
さ
ら
に
南
の
岳
陽
︒

公
安
へ
来
た
と
き
同
様
︑
は
っ
き
り
し
た
目
当
て
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
の
こ
と
を
﹁

暁
あ
か
つ
き

の
こ
ろ
お
い

公
安
の
ま
ち
を

た
び
発だ

つ
﹂﹇
2
2
2
0
_曉
發
公
安
﹈
の
詩

に
︑

舟ふ

楫ね

は

眇
び
ょ
う

然ぜ
ん

と

は
る
か
と
お
く

此こ

れ
自よ

り
去さ

り

舟
楫
眇
然
自
此
去
︑

江か
わ

と

湖
み
ず
う
み

遠と
お

く
適ゆ

く
に

こ
の
前さ
き

期た
の

む

と
こ
ろ
無む

し

江
湖
遠
適
無
前
期
︒

と
詠
っ
て
い
る
︒

岳
陽
に
留
ま
っ
て
い
た
期
間
は
わ
ず
か
で
︑
昼
間
の
社
交
活
動
を
終
え
た
あ
と
︑
夜
は
船
に
も
ど
っ
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
︒
上
陸
し
て
宿
舎
に
滞
在
し
た
と
し
て
も
︑
そ
れ

は
例
外
的
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
岳
陽
で
の
年
越
し
や
正
月
も
︑
あ
る
い
は
船
の
中
で
過
ご
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
れ
は
と
も
か
く
次
の
詩
は
︑
は
じ
め
て
岳
陽
に
到
着

杜甫の詩と生活 (五） (24) 245



し
た
︑
そ
の
日
の
夜
を
詠
じ
て
い
る
︒

泊
岳
陽
城
下

岳が
く

陽よ
う

城
じ
ょ
う

下か

に
泊は
く

す

江
國
踰
千
里
︑

江こ
う

国こ
く

千せ
ん

里り

を
踰こ

え

山
城
近
百
層
︒

山さ
ん

城
じ
ょ
う

百
ひ
ゃ
く

層そ
う

に
近ち
か

し

岸
風
翻
夕
浪
︑

岸が
ん

風ぷ
う

夕せ
き

浪ろ
う

を

翻
ひ
る
が
え

し

舟
雪
灑
寒
燈
︒

舟
し
ゅ
う

雪せ
つ

寒か
ん

灯と
う

に
灑そ
そ

ぐ

留
滯
才
難
盡
︑

留
り
ゅ
う

滞た
い

す
る
も

才さ
い

は
尽つ

き
難が
た

く

艱
危
氣
益
增
︒

艱か
ん

危き

に

気き

は

益
ま
す
ま
す

増ま

す

圖
南
未
可
料
︑

図と

南な
ん

未い
ま

だ
料は
か

る
べ
か
ら
ず

變
化
有
鯤
鵬
︒

変へ
ん

化か

鯤こ
ん

鵬ぽ
う

有あ

る
ら
ん

岳が
く

陽よ
う

に
い
た
り

城ま
ち

に
め
ぐ
ら
す

い
し
が
き
の
下も
と

ふ
な
泊
ど
ま
り

す

江お
お
か
わ

と

み
ず
う
み
ひ
ろ
が
る

こ
の
国く
に

に

は
ろ
ば
ろ
千せ
ん

里り

の
み
ち
の
り

踰こ

え
き
た
り

い
た
れ
ば

そ
び
ゆ
る

山や
ま

城し
ろ

の

そ
の
た
か
き
こ
と

百
ひ
ゃ
く

層そ
う

に

近ち
か

か
ら
ん

岸き
し

べ
に
は

つ
め
た
き
風か

ぜ

の
ふ
き
つ
け
て

夕ゆ
う

や
み
に

し
き
り
に
浪な

み

を

翻
ひ
る
が
え

し

舟ふ
ね

に
は
雪ゆ
き

の

ば
ら
ば
ら
と

寒さ
む

き
デ
ッ
キ
の

灯あ
か

り
の
う
え
に

ふ
り
灑そ
そ

ぐ

た
び
に
留と

ど

ま
り

滞
と
ど
こ
お

る
も

わ
が
う
た
の
才さ
い

尽つ

き
て
な
く
な
る

こ
と

あ
り
難が
た

く

艱く
る

し
く

危あ
や

う
き

と
き
に
し
て

気き

の
ち
か
ら

益
い
よ
い

よ
う
ち
に

み
な
ぎ
り
増ま

す

南み
な
み

せ
ん
と
て

く
わ
だ
て
図は
か

れ
ば

未い
ま

だ
な
お

さ
い
さ
き
よ
き
こ
と

料
お
し
は
か

る
べ
か
ら
ず

変か

わ
り
化か

わ
っ
て

鯤こ
ん

の
う
お
の

鵬
お
お
と
り

と
な
る

だ
い
ぎ
ゃ
く
て
ん
の

有あ

ら
ん
か
も

｢長
江
と
洞
庭
湖
が
交
わ
る
と
こ
ろ
︑
岳
陽
の
町
に
至
り
︑
そ
の
日
︑
船
は
岳
陽
城
の
城
壁
の
も
と
に
停
泊
し
た
﹂

縦
横
に
河
川
や
湖
の
広
が
る
こ
の
領
域
に
︑
長
安
か
ら
見
れ
ば
︑
は
る
ば
る
千
里
の
道
の
り
を
や
っ
て
来
た
︒
岳
陽
は
︑
洞
庭
湖
の
天
岳
山
に
そ
っ
た
名
城
で
あ
り
︑
そ
の
高

大
さ
と
き
た
ら
︑
百
階
建
て
の
建
物
に
も
迫
る
ほ
ど
だ
︒
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日
暮
れ
時
︑
船
の
停
泊
す
る
岸
べ
に
は
︑
冷
た
い
風
が
吹
き
付
け
︑
水
面
は
荒
く
波
立
っ
て
い
る
︒
吹
き
さ
ら
し
の
甲
板
に
は
灯
り
が
と
も
さ
れ
︑
そ
の
寒
げ
な
る
灯
火
に
︑

し
き
り
に
雪
が
降
り
注
い
で
い
る
︒

そ
の
昔
︑
南
朝
梁
の
詩
人
の
江
淹
は
︑
晩
年
に
夢
で
彩
色
の
筆
を
取
り
上
げ
ら
れ
︑
そ
れ
以
来
︑
詩
才
が
尽
き
た
と
い
う
︒
今
︑
わ
た
し
は
見
知
ら
ぬ
土
地
で
︑
旅
に
行
き
悩

ん
で
は
い
る
が
︑
そ
ん
な
こ
と
は
よ
も
や
わ
た
し
に
は
起
こ
り
に
く
い
は
ず
︒
こ
の
人
生
の
危
う
く
困
難
な
状
況
に
あ
っ
て
︑
わ
た
し
の
胸
の
な
か
に
は
︑
い
よ
い
よ
気
力
が
増

し
て
く
る
の
だ
︒

こ
こ
か
ら
南
へ
旅
し
て
ひ
と
旗
あ
げ
よ
う
と
思
う
の
だ
が
︑
ど
ん
な
い
い
こ
と
が
こ
の
先
待
ち
受
け
て
い
る
の
か
︑
想
像
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
︒
鯤
と
い
う
大
魚
が
大
鵬
に

変
化
し
て
南
に
旅
立
っ
た
︑
と
い
う
荘
子
の
話
で
は
な
い
が
︑
わ
た
し
の
こ
れ
か
ら
の
旅
先
に
も
︑
そ
ん
な
と
て
つ
も
な
い
大
変
化
︑
大
逆
転
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
だ
︒

＊

＊

岳
陽
城
は
︑
南
に
天
岳
山
を
ひ
か
え
︑
洞
庭
湖
を
眼
下
に
臨
み
︑
若
い
時
か
ら
杜
甫
は
︑
そ
の
名
声
を
耳
に
し
て
き
た
︒
思
え
ば
︑
は
る
ば
る
千
里
の
道
の
り
を
越
え
︑
と
う

と
う
こ
こ
ま
で
や
っ
て
き
た
︒
狭
隘
な
三
峡
の
町
々
で
︑
三
年
近
く
も
過
ご
し
た
後
︑
い
ま
つ
い
に
洞
庭
湖
に
到
っ
た
の
だ
︒
湖
が
広
が
り
︑
大
河
が
よ
こ
た
わ
る
﹁
江
国
﹂
の

パ
ノ
ラ
マ
が
展
開
す
る
な
か
︑
峨
々
た
る
岳
陽
城
が
そ
び
え
て
い
る
︒
そ
の
感
激
は
い
か
ほ
ど
の
も
の
だ
っ
た
か
︒
は
じ
め
て
目
の
当
た
り
に
し
た
岳
陽
城
は
︑
実
物
よ
り
い
っ

そ
う
大
き
く
見
え
た
に
違
い
な
い
︒
冒
頭
の
雄
壮
な
対
句
﹁
江
国
﹂
と
﹁
山
城
﹂︑﹁
千
里
﹂
と
﹁
百
層
﹂
が
︑
文
字
面
だ
け
で
形
を
整
え
た
と
い
う
︑
虚
飾
を
感
じ
さ
せ
な
い
の

は
そ
の
た
め
で
あ
る
︒
作
者
の
人
生
に
裏
打
ち
さ
れ
た
実
感
が
こ
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

三
︑
四
句
め
︑
湖
か
ら
は
西
北
の
寒
風
が
吹
き
付
け
︑
ち
ゃ
ぷ
ち
ゃ
ぷ
と
絶
え
間
な
く
浪
を
ひ
る
が
え
し
て
い
る
︒
船
の
上
の
灯
り
に
は
︑
雪
が
し
き
り
に
降
り
注
い
で
い

る
︒
な
ん
と
も
寒
げ
な
年
の
暮
れ
︑
侘
び
し
い
光
景
で
あ
る
︒
こ
の
冬
景
色
は
は
な
は
だ
凄
惨
で
あ
り
な
が
ら
︑
な
お
か
つ
美
し
い
︒
イ
ン
パ
ク
ト
の
強
い
描
写
で
あ
る
︒
こ
れ

は
︑
こ
の
時
の
杜
甫
の
心
象
風
景
で
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
︒
夔
州
の
狭
い
町
を
出
た
あ
と
は
︑
江
陵
で
新
婚
の
弟
夫
婦
と
一
家
団
欒
の
生
活
を
夢
見
て
い
た
が
︑
そ
れ
も
破
れ

て
公
安
へ
行
き
︑
こ
こ
で
も
思
い
を
果
た
せ
ず
︑
今
岳
陽
に
到
着
し
て
い
る
︒
手
持
ち
の
金
も
い
よ
い
よ
底
を
つ
い
て
き
た
︒
そ
う
し
た
状
況
に
︑
風
の
吹
き
︑
雪
の
舞
う
︑
寒

さ
厳
し
き
冬
の
夜
の
︑
こ
の
三
︑
四
句
め
の
描
写
が
重
な
っ
て
く
る
︒

だ
が
︑
詩
は
後
半
︑
五
︑
六
句
め
の
転
の
聯
か
ら
︑
思
い
が
け
な
い
方
向
に
大
転
換
を
遂
げ
る
︒
詩
は
非
常
に
ハ
イ
テ
ン
シ
ョ
ン
に
な
っ
て
い
く
︒
こ
の
ま
ま
で
は
気
力
も
尽

き
︑
詩
才
も
枯
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
︑
そ
う
い
う
恐
れ
が
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
︒
晩
年
に
才
が
尽
き
た
と
評
さ
れ
る
か
の
江こ
う

淹え
ん

の
例
も
あ
る
︒
そ
の
せ
い
も
あ
ろ
う
︒

そ
の
不
安
を
は
ね
の
け
る
か
の
よ
う
に
︑
気
は
ま
す
ま
す
充
実
し
︑
詩
才
が
尽
き
る
な
ん
て
あ
り
得
な
い
と
い
う
︑
突
拍
子
も
な
い
言
葉
が
飛
び
出
し
て
く
る
︒
南
に
行
っ
て
︑

も
う
ひ
と
旗
あ
げ
る
つ
も
り
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
れ
だ
け
打
ち
の
め
さ
れ
て
い
る
の
に
︑
こ
の
先
ど
ん
な
大
逆
転
の
人
生
が
あ
る
や
も
し
れ
ぬ
︑
と
本
気
で
杜
甫
は
信
じ
て
い
る

の
だ
︒

こ
う
し
た
気
分
の
高
揚
に
は
︑
何
か
理
由
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
お
そ
ら
く
背
景
に
は
︑
杜
甫
の
生
来
的
︑
性
格
的
な
も
の
が
あ
る
の
だ
ろ
う
︒
杜
甫
は
感
情
の
落
差
が
は
げ

し
く
︑
落
ち
込
む
と
き
は
ど
ん
底
ま
で
落
ち
込
み
︑
舞
い
上
が
る
と
き
は
天
ま
で
舞
い
上
が
る
︒
杜
甫
に
躁
鬱
の
気
が
あ
る
の
は
否
定
で
き
な
い
︒
こ
の
気
分
の
変
化
が
︑
あ
る

日
あ
る
時
︑
一
瞬
に
し
て
起
こ
る
︒
ひ
と
た
び
何
か
に
触
発
さ
れ
る
や
︑
た
ち
ま
ち
に
し
て
想
像
が
ふ
く
ら
み
︑
眼
前
に
は
と
て
つ
も
な
い
別
世
界
が
幻
想
さ
れ
て
く
る
︒
想
像

力
の
暴
走
と
呼
ん
で
も
い
い
︒
失
意
の
な
か
に
あ
っ
た
杜
甫
は
︑
こ
の
と
き
新
し
い
土
地
に
や
っ
て
き
て
︑
何
か
予
期
せ
ぬ
こ
と
へ
の
期
待
感
が
︑
突
如
と
し
て
高
ま
っ
た
の
で
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あ
る
︒

岳
陽
︑
洞
庭
湖
と
い
え
ば
︑
杜
甫
が
敬
愛
し
て
や
ま
な
い
大
先
輩
︑
孟
浩
然
の
名
作
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒

八
月
湖
水
平
︑

八
月

湖
水

平た
い

ら
か
に
し
て

涵
虛
混
太
清
︒

虚き
ょ

を
涵ひ
た

し
て

太
清
に
混こ
ん

ず

氣
蒸
雲
夢
澤
︑

気
は
蒸む

す

雲う
ん

夢ぼ
う

沢た
く

波
撼
岳
陽
城
︒

波
は
撼ゆ
る

が
す

岳
陽
城

﹁
洞
庭
湖
を
望
み
張
丞
相
に
贈
る
﹂

詩
才
が
枯
渇
す
る
の
で
は
な
い
か
と
不
安
を
抱
い
た
の
も
︑
こ
う
い
う
先
人
の
名
作
を
前
に
し
て
の
︑
た
じ
ろ
ぎ
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
自
分
の
才
が
尽
き
る

な
ん
て
︑
有
り
う
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
︑
と
強
気
で
述
べ
た
こ
と
は
︑
そ
の
ま
ま
真
実
と
な
っ
た
︒
な
ぜ
な
ら
杜
甫
は
こ
の
地
で
︑
あ
ま
り
に
も
有
名
な
﹇
2
2
2
8
_岳
陽
楼
に
登
る
﹈

の
詩
︵
左
に
掲
げ
る
詩
を
見
よ
︶
を
残
し
た
か
ら
で
あ
る
︒

一
方
︑
大
逆
転
は
あ
っ
た
の
か
と
い
う
と
︑
そ
れ
も
確
か
に
あ
っ
た
と
言
え
る
︒
だ
が
そ
れ
は
死
後
二
︑
三
百
年
を
経
た
後
だ
っ
た
︒
後
ろ
盾
を
求
め
て
各
地
を
転
々
と
し
︑

時
に
は
下
役
人
に
も
軽
ん
じ
ら
れ
︑
貧
と
病
と
老
に
あ
え
い
で
い
た
最
も
み
じ
め
な
詩
人
は
︑
そ
の
後
︑
中
国
で
最
も
有
名
な
︑
古
今
最
大
の
詩
人
と
な
っ
た
の
だ
か
ら
︒

参
考

登
岳
陽
樓

岳が
く

陽よ
う

の

楼
た
か
ど
の

に
登の
ぼ

る

昔
聞
洞
庭
水
、

昔
む
か
し

よ
り

い
く
た
び
聞き

き
し
か

洞ど
う

庭て
い

の
水み
ず

今
上
岳
陽
樓
。

今い
ま

は
じ
め
て
上の
ぼ

る

岳が
く

陽よ
う

楼ろ
う

呉
楚
東
南
坼
、

呉ご

と
楚そ

の
く
に
は

東
ひ
が
し

と

南
み
な
み

に

坼さ

け
ひ
ら
き

乾
坤
日
夜
浮
。

乾あ
め

坤つ
ち

は

日ひ
る

夜よ

わ
か
た
ず

う
え
に
浮う

か
び
て

ゆ
れ
う
ご
く

親
朋
無
一
字
、

親ち
か

し
き
も
の
や

朋と
も

か
ら
は

一い
ち

字じ

の
た
よ
り
も

あ
る
こ
と
無な

く

老
病
有
孤
舟
。

老お

い
て
病や

め
る

こ
の
み
に
は

た
だ
孤ひ
と

つ
の
舟ふ
ね

を

有あ

ま
す
の
み

戎
馬
關
山
北
、

戎ぶ
き

と
馬う
ま

い
く
さ
は

ふ
る
さ
と
関か
ん

山ざ
ん

の

北き
た

に
い
ま
も

な
お
や
ま
ず

憑
軒
涕
泗
流
。

軒
て
す
り

に
憑よ

り
て

こ
れ
を
お
も
え
ば

涕
泗

な

み

だ

し
と
ど
に

流な
が

れ
お
つ

八

い
ま
だ

知
音
に

あ
う
こ
と
な
し

﹇
2
2
3
0
_
南
征
﹈

岳
陽
で
は
︑
大
晦
日
と
元
旦
の
短
い
期
間
を
過
ご
し
た
だ
け
で
︑
さ
ら
に
南
の
長
ち
ょ
う

沙さ

に
向
か
っ
た
︒
岳
陽
で
作
っ
た
詩
は
少
な
く
︑
杜
甫
の
詩
集
に
岳
陽
詩
は
六
首
し
か
残

さ
れ
て
い
な
い
︒
岳
陽
滞
在
は
︑
こ
の
南
下
の
船
旅
で
は
︑
最
も
み
じ
め
な
滞
在
地
の
一
つ
だ
っ
た
ろ
う
︒
し
か
し
︑
そ
ん
な
な
か
で
出
来
上
が
っ
た
﹇
2
2
2
8
_岳
陽
楼
に
登
る
﹈
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の
詩
が
︑
実
は
杜
甫
を
代
表
す
る
︑
い
な
︑
唐
詩
を
代
表
す
る
ほ
ど
の
名
篇
に
な
っ
て
い
た
︒

さ
て
︑
杜
甫
が
岳
陽
を
去
っ
て
洞
庭
湖
に
入
っ
た
の
は
大
暦
四
年
の
正
月
︑
五
十
八
歳
︒
そ
こ
か
ら
湘
し
ょ
う

江こ
う

ぞ
い
に
南
下
し
て
︑
長
沙
︑
さ
ら
に
は
衡こ
う

陽よ
う

方
面
に
至
り
︑
ま
た

引
き
返
し
て
︑
洞
庭
湖
へ
と
北
上
し
︑
岳
陽
～
長
沙
間
の
ど
こ
か
で
亡
く
な
る
の
が
︑
大
暦
五
年
の
冬
︑
五
十
九
歳
で
あ
る
︒
こ
の
大
暦
四
年
︑
五
年
の
二
年
間
に
︑
洞
庭
湖
～

湘
江
水
系
を
船
で
上
り
︑
ま
た
下
り
な
が
ら
作
っ
た
詩
が
百
首
前
後
残
っ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
︑
本
稿
が
底
本
と
す
る
清
の
仇
き
ゅ
う

兆
ち
ょ
う

鰲ご
う

の
﹃
杜
詩
詳
注
﹄
で
は
︑
巻

の
後
半
か

22

ら
巻

に
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
み
な
湖
南
省
の
︑
主
と
し
て
湘
江
水
系
で
作
ら
れ
た
詩
な
の
で
︑﹁
湘
江
詩
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒

23
杜
甫
が
岳
陽
を
去
っ
て
か
ら
︑
洞
庭
湖
～
湘
江
間
で
亡
く
な
る
ま
で
の
こ
の
﹁
湘
江
詩
﹂
は
︑
年
代
順
に
き
ち
ん
と
配
列
す
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
︒
理
由
は
い
ろ
い
ろ
考
え

ら
れ
る
が
︑
唐
代
︑
こ
の
地
方
は
都
か
ら
遠
く
︑
文
化
の
遅
れ
た
地
と
み
な
さ
れ
︑
左
遷
の
対
象
と
な
る
ほ
ど
だ
っ
た
た
め
︑
杜
甫
の
詩
に
出
て
く
る
小
さ
な
地
名
が
︑
文
献
に

残
っ
て
い
な
い
こ
と
も
︑
そ
の
一
つ
で
あ
る
︒
ま
た
杜
甫
が
湘
江
～
洞
庭
湖
間
を
︑
上
っ
た
り
下
っ
た
り
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
紛
ら
わ
し
さ
も
あ
る
︒

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
﹇
2
2
3
0
_南
征
﹈
の
詩
も
︑
作
ら
れ
た
場
所
が
︑
岳
陽
か
ら
長
沙
へ
南
下
す
る
途
中
な
の
か
︑
長
沙
か
ら
さ
ら
に
南
の
衡
陽
へ
向
か
う
途
中
な
の
か
で
︑

意
見
が
分
か
れ
て
い
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
正
月
の
岳
陽
出
発
の
後
か
︑
二
月
の
長
沙
出
発
の
後
か
の
違
い
で
あ
る
︒
私
は
二
月
の
長
沙
出
発
の
後
と
考
え
て
い
る
の
だ
が
︑
そ
の

決
め
手
は
︑
詩
の
一
句
め
に
あ
る
﹁
桃
花
水
﹂
と
い
う
言
葉
で
あ
る
︒
杜
甫
の
乗
っ
た
船
は
﹁
桃
花
水
﹂
で
み
な
ぎ
っ
た
湘
江
の
上
を
帆
走
し
て
い
る
︒
杜
甫
が
岳
陽
を
去
っ
た

の
は
正
月
で
︑
ゆ
っ
く
り
船
旅
を
続
け
な
が
ら
長
沙
に
着
い
た
の
は
二
月
下
旬
清
明
節
の
こ
ろ
で
あ
る
︒
杜
甫
は
長
沙
に
着
い
て
す
ぐ
さ
ま
︑
衡
陽
に
向
け
て
出
発
し
た
︒
こ
の

年
の
清
明
節
は
二
月
二
十
二
日
︑
西
暦
で
は
四
月
七
日
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
桃
花
水
﹂
と
は
︑
清
明
節
の
あ
と
桃
の
花
が
咲
く
こ
ろ
の
︑
仲
春
の
季
節
の
定
期
的
な
川
の
増
水
の
こ

と
を
指
す
︒
だ
か
ら
こ
の
詩
は
清
明
節
よ
り
あ
と
︑
つ
ま
り
長
沙
を
出
発
し
た
後
の
詩
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

仇
兆
鰲
は
︑
長
沙
出
発
よ
り
後
の
作
だ
と
考
え
つ
つ
も
︑
こ
の
桃
花
水
が
発
生
す
る
時
期
が
︑
清
明
節
よ
り
後
で
あ
る
こ
と
に
頓
着
し
て
い
な
い
︒
そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
か
︑

詩
の
配
列
で
は
︑﹇
2
2
2
8
_岳
陽
楼
に
登
る
﹈﹇
2
2
2
9
_裴
使
君
に
陪
し
て
岳
陽
楼
に
登
る
﹈
の
後
に
置
か
れ
て
お
り
︑
あ
た
か
も
岳
陽
を
出
発
し
た
す
ぐ
後
の
よ
う
に
読
み
取
れ

る
︒﹇
2
2
2
9
_裴
使
君
に
陪
し
て
岳
陽
楼
に
登
る
﹈
詩
の
最
後
に
﹁
此こ

れ
従よ

り
更さ
ら

に
南
に
征ゆ

か
ん
︵
從
此
更
南
征
︶﹂
と
あ
る
の
で
︑
そ
の
後
に
こ
の
﹇
2
2
3
0
_南
征
﹈
詩
を
置
い
た

の
だ
と
︑
仇
氏
は
述
べ
て
い
る
︒
し
か
し
﹁
南
征
﹂
の
語
は
︑
長
沙
以
南
の
﹇
2
2
4
9
_白
馬
潭
を
発
す
﹈
に
も
見
え
る
︒
そ
こ
で
私
は
仇
氏
の
配
列
の
仕
方
を
少
し
修
正
し
て
︑

十
首
ほ
ど
後
ろ
に
動
か
し
︑﹇
2
2
4
8
_潭
州
(長
沙
)を
発
す
﹈﹇
2
2
4
9
_白
馬
潭
を
発
す
﹈
の
後
︑
そ
し
て
﹇
2
2
5
0
_野
望
﹈
の
前
に
︑
置
く
の
が
い
い
と
思
う
︒

南
征

南な
ん

征せ
い

春
岸
桃
花
水
︑

春
し
ゅ
ん

岸が
ん

桃と
う

花か

の
水み
ず

雲
帆
楓
樹
林
︒

雲う
ん

帆ぱ
ん

楓ふ
う

樹じ
ゅ

の
林
は
や
し

偸
生
長
避
地
︑

偸と
う

生せ
い

長つ
ね

に
地ち

を
避さ

け

適
遠
更
霑
襟
︒

適て
き

遠え
ん

更さ
ら

に
襟え

り

を
霑

う
る
お

す

老
病
南
征
日
︑

老ろ
う

病
び
ょ
う

南な
ん

征せ
い

の
日ひ
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君
恩
北
望
心
︒

君く
ん

恩お
ん

北ほ
く

望ぼ
う

の
心

こ
こ
ろ

百
年
歌
自
苦
︑

百
ひ
ゃ
く

年ね
ん

歌う
と

う
て
自
み
ず
か

ら
苦く
る

し
み

未
見
有
知
音
︒

未い
ま

だ

知ち

音い
ん

有あ

る
を
見み

ず

南
み
な
み

へ

た
び
征ゆ

く

春は
る

め
く
岸き
し

べ

桃も
も

の
花は
な

ひ
ら
く
こ
ろ
お
い

水み
ず

は
み
な
ぎ
り

し
ろ
き
雲く

も

う
か
ぶ
が
ご
と
き
帆ほ

か
け
ぶ
ね

あ
た
り
に
は
楓ふ
う

の
樹き

ぎ
の

み
ど
り
の
林
こ
だ
ち

生い

く
る
こ
と

偸
か
り
そ
め

に
し
て

長つ
ね

に

あ
や
う
き
地
と
こ
ろ

避さ

け
き
た
り

い
ま
ま
た

遠と
お

く
に

適ゆ

か
ん
と
し

お
つ
る
な
み
だ
の

更さ
ら

に

わ
が
襟え

り

を
霑ぬ

ら

す

老お

い
ぼ
れ
て

病や

む
こ
と
お
お
く

南
み
な
み

へ
お
ち
征ゆ

く

き
ょ
う
の

こ
の
日ひ

君お
お
き
み

の

恩
め
ぐ
み

み
に
し
み

は
る
か
北き
た

み
や
こ
望の
ぞ

む

わ
が
心
こ
こ
ろ

じ
ん
せ
い
百

ひ
ゃ
く

年ね
ん

ひ
と
え
に
歌う

た

つ
く
り

自
み
ず
か

ら
を

苦く
る

し
め
き
た
る

わ
が
音

こ
こ
ろ

む
ね
の
う
ち

み
と
め
知し

る
ひ
と

未い
ま

だ
有あ

る
を

見み

ざ
る
な
り

｢船
に
乗
っ
て
︑
南
へ
と
旅
し
て
ゆ
く
﹂

岸
辺
の
景
色
は
春
め
き
た
ち
︑
桃
の
花
が
咲
く
こ
の
時
期
︑
川
の
水
は
上
流
の
︑
雪
解
け
水
の
た
め
に
み
な
ぎ
っ
て
い
る
︒
私
を
乗
せ
た
帆
か
け
船
が
︑
白
い
雲
の
よ
う
に
風

を
は
ら
ん
で
︑
み
ど
り
の
楓ふ
う

の
木
立
を
背
景
に
す
す
ん
で
い
る
︒

わ
た
し
は
こ
れ
ま
で
︑
い
い
か
げ
ん
に
︑
そ
の
日
そ
の
日
を
︑
や
り
過
ご
し
て
生
き
て
き
て
︑
戦
乱
で
危
う
そ
う
な
場
所
を
︑
い
つ
も
避
け
て
き
た
︒
そ
し
て
今
ま
た
︑
遠
い

地
を
目
指
し
行
こ
う
と
し
て
︑
涙
が
こ
ぼ
れ
落
ち
︑
わ
た
し
の
衣
服
の
襟
を
濡
ら
す
︒

老
い
ぼ
れ
て
病
気
だ
ら
け
の
こ
の
身
で
︑
さ
ら
に
南
へ
と
旅
立
と
う
と
す
る
こ
の
日
⁝
⁝
︒
い
ま
さ
ら
な
が
ら
︑
天
子
の
恩
を
し
み
じ
み
と
身
に
感
じ
︑
都
の
あ
る
北
の
方

を
︑
は
る
か
に
眺
め
や
る
わ
た
し
の
心
⁝
⁝
︒

い
わ
ば
百
年
の
こ
の
人
生
︑
歌
こ
そ
わ
が
命
と
︑
ひ
た
す
ら
句
を
ひ
ね
り
︑
自
ら
を
苦
し
め
て
き
た
︒
し
か
し
︑
い
ま
だ
に
わ
た
し
は
︑
本
当
に
自
分
の
心
を
理
解
し
て
く
れ

る
人
に
出
会
っ
て
い
な
い
の
だ
︒

＊

＊

冒
頭
で
述
べ
た
と
お
り
︑
こ
の
詩
は
︑
春
の
ま
っ
た
だ
な
か
︑
長
沙
を
去
っ
た
後
の
作
で
あ
る
︒
左
に
か
か
げ
る
詩
﹇
2
2
4
8
_潭た
ん

州
し
ゅ
う

︵
長
沙
︶
を
発
す
﹈
は
︑
ち
ょ
う
ど
長
沙
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を
出
発
し
た
朝
の
状
況
を
次
の
よ
う
に
詠
う
︒

夜
醉
長
沙
酒
︑

き
の
う
の
夜よ
る

は

長
ち
ょ
う

沙さ

で
の
み
し

酒さ
け

に
酔よ

い
し
れ

曉
行
湘
水
春
︒

ひ
と
よ
あ
け
て
の

暁
あ
か
つ
き

に

湘
し
ょ
う

水す
い

の

春は
る

げ
し
き

ふ
ね
に
て
行ゆ

く

岸
花
飛
送
客
︑

岸き
し

べ
に

ほ
こ
ろ
ぶ

花は
な

ば
な
は

ち
っ
て
飛と

ん
で

客
た
び
び
と

の

わ
れ
を
み
送お
く

り

檣
燕
語
留
人
︒

檣
ほ
ば
し
ら

に

と
び
か
う

燕
つ
ば
め

は

人わ
れ

に
留と
ど

ま
れ
と

語つ

ぐ
る
が
ご
と
し

杜
甫
を
送
別
し
て
く
れ
る
の
は
︑
岸
辺
の
散
る
花
と
燕
し
か
い
な
い
︒
そ
ん
な
さ
び
し
い
な
か
で
︑
長
沙
を
出
立
し
て
い
る
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
︒
燕
も
飛
ん
で
い
る
の
で
︑

季
節
は
正
月
よ
り
も
っ
と
遅
い
で
あ
ろ
う
︒
岸
辺
に
飛
び
散
る
花
は
︑
桃
の
花
か
も
し
れ
な
い
︒

ま
た
﹇
2
2
4
9
_白は
く

馬ば

潭た
ん

を
発
す
﹈
の
詩
は
︑
白
馬
潭
が
ど
こ
に
あ
る
か
︑
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
が
︑
私
は
仇
氏
の
説
に
よ
っ
て
長
沙
近
辺
と
考
え
る
︒

水
生
春
纜
沒
︑

水み
ず

あ
ら
た
に
生
し
ょ
う

じ
て

た
び
ゆ
く
春は
る

の

ふ
ね
の

纜
と
も
づ
な

み
ず
に
没し
ず

み

日
出
野
船
開
︒

日ひ

の

出い

ず
る
と
き

野
ひ
な
び

た
る

わ
が
船ふ
ね

は

こ
こ
に
開ひ
ら

き
て

ふ
な
で
を
す

い
ず
れ
に
し
ろ
︑
朝
の
船
出
の
と
き
︑
春
の
出
水
で
川
の
水
か
さ
が
増
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
さ
ら
に
︑

莫
道
新
知
要
︑

新
あ
た
ら

し
き
知し

り
あ
い
を

こ
こ
に
要も
と

め
ん
な
ど
と
は

道い

う
莫な

か
れ

南
征
且
未
迴
︒

い
ま
よ
り

わ
れ

南
み
な
み

に
征ゆ

き
て

且
し
ば
ら

く
は

未い
ま

だ

迴か
え

ら
ざ
る
な
り

と
あ
り
︑
私
は
も
う
こ
こ
を
去
る
の
だ
か
ら
︑
新
し
い
知
り
合
い
な
ど
要
ら
な
い
と
︑
強
が
り
を
言
っ
て
い
る
︒
こ
の
詩
に
は
︑
春
の
川
の
増
水
や
﹁
南
征
﹂﹁
新
知
﹂
な
ど
︑

﹇
2
2
3
0
_南
征
﹈
と
関
連
す
る
内
容
が
多
い
︒

こ
の
時
期
︑
杜
甫
は
︑
都
よ
り
ま
す
ま
す
遠
く
離
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
︑
い
よ
い
よ
自
分
が
朝
廷
に
無
意
味
な
存
在
に
な
っ
て
ゆ
く
寂
し
さ
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
︒

﹇
2
2
5
0
_野
望
﹈
に
は
︑
そ
れ
で
も
な
お
残
る
朝
廷
へ
の
未
練
を
︑

d
舟
空
老
去
︑

わ
れ
は

d
ち
い
さ

き
舟ふ
ね

に
の
り

こ
の
ま
ま
空む
な

し
く

老お

い
去さ

り
ゆ
き

無
補
聖
明
朝
︒

聖
み
か
ど

の

明
か
し
こ

き

朝
ま
つ
り
ご
と

に
は

わ
れ
の
補
お
ぎ
な

う

と
こ
ろ
無な

し

の
よ
う
に
吐
露
し
て
い
る
︒
そ
れ
も
﹇
2
2
3
0
_南
征
﹈
の
六
句
め
に
﹁
君
の
恩
を
お
も
う
て

北
の
か
た

望
み
や
る

わ
が
心
﹂
と
詠
じ
て
い
る
の
と
共
通
す
る
︒
し
ば
ら
く

見
え
な
か
っ
た
天
子
へ
の
思
い
が
︑
こ
の
﹇
2
2
3
0
_南
征
﹈
で
︑
突
然
現
れ
る
唐
突
さ
も
︑
こ
う
い
う
流
れ
に
お
く
と
無
理
な
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
詩
の
内
容
や
言
葉
づ
か
い
で
も
︑﹇
2
2
3
0
_南
征
﹈
詩
は
︑
こ
の
三
首
に
似
る
と
こ
ろ
が
あ
り
︑
こ
の
前
後
に
置
く
の
が
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
と
思
う
︒

二
句
め
︑
船
が
航
行
す
る
風
景
の
な
か
の
﹁
楓
樹
の
林
﹂
で
あ
る
が
︑﹁
楓
﹂
は
四
川
省
や
長
江
以
南
に
多
い
︑
マ
ン
サ
ク
科
の
フ
ウ
の
木
で
あ
り
︑
日
本
に
そ
の
野
生
種
は

無
い
と
さ
れ
る
︒
日
本
に
フ
ウ
が
渡
来
し
た
の
は
江
戸
時
代
で
︑
日
本
に
た
く
さ
ん
の
種
類
が
自
生
す
る
カ
エ
デ
︵
カ
エ
デ
科
︶
と
は
︑
違
う
木
で
あ
る
︒
し
か
し
昔
の
日
本
人

も
間
違
え
た
よ
う
に
︑
フ
ウ
と
カ
エ
デ
は
よ
く
似
る
の
で
︑
景
観
と
し
て
は
日
本
の
カ
エ
デ
︵
モ
ミ
ジ
︶
の
林
を
想
像
し
て
も
大
差
は
無
い
で
あ
ろ
う
︒
風
景
の
な
か
に
フ
ウ
が

描
か
れ
は
じ
め
る
の
は
︑
杜
甫
が
成
都
入
り
し
て
か
ら
で
︑
フ
ウ
は
そ
の
後
の
杜
甫
の
詩
を
特
徴
付
け
る
植
物
の
一
つ
で
あ
る
︒

三
句
め
の
﹁
偸
生
﹂︑﹁
避
地
﹂
の
言
葉
は
︑
い
ず
れ
も
他
の
詩
人
は
あ
ま
り
使
わ
な
い
︒
し
か
し
杜
甫
は
何
度
か
使
っ
て
お
り
︑
こ
れ
も
ま
た
︑
杜
甫
の
詩
を
特
徴
づ
け
る
言
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葉
と
い
っ
て
よ
い
︒
杜
甫
が
理
想
と
す
る
の
は
︑
天
子
を
助
け
て
よ
き
政
治
を
実
現
す
る
生
き
か
た
で
あ
る
︒
し
か
し
現
実
の
杜
甫
は
︑
官
僚
に
な
か
な
か
な
れ
な
か
っ
た
し
︑

な
っ
て
も
下
級
官
僚
か
︑
す
ぐ
さ
ま
天
子
に
う
と
ま
れ
左
遷
さ
れ
た
︒
本
来
の
あ
る
べ
き
人
生
と
は
な
っ
て
い
な
い
︑
そ
の
よ
う
な
自
分
の
現
実
を
︑﹁
生
き
る
こ
と
を

偸
か
り
そ
め

に

す
る
﹂︑
そ
の
日
そ
の
日
を
い
い
か
げ
ん
に
生
き
な
が
ら
え
る
︑
と
杜
甫
は
考
え
て
き
た
︒
華
州
の
官
を
辞
め
て
か
ら
は
︑
安
史
の
乱
後
の
き
な
臭
い
状
況
か
ら
逃
げ
︑
秦
州
︑

成
都
︑
長
沙
と
い
う
ぐ
あ
い
に
︑
戦
乱
を
避
け
な
が
ら
生
き
て
き
た
と
も
い
え
る
︒
杜
甫
の
人
生
は
ま
さ
に
︑
こ
の
三
句
め
に
言
う
よ
う
に
︑
生せ
い

を
か
り
そ
め
に
し
︑
地
を
避
け

て
き
た
一
生
で
あ
っ
た
︒

七
句
め
﹁
人
生
百
年
︑
こ
れ
ま
で
自
分
は
︑
ひ
た
す
ら
よ
き
句
を
求
め
て
苦
吟
し
て
き
た
﹂
と
い
う
言
い
方
は
︑
杜
甫
の
八
年
前
の
発
言
を
思
い
出
す
︒
そ
の
と
き
杜
甫
は
成

都
草
堂
の
二
年
目
で
︑
生
活
は
貧
し
く
と
も
平
和
な
う
ち
に
暮
ら
し
て
い
た
︒﹁
わ
が
人
と
為な

り

性
は
僻
か
た
よ

っ
て
ま
と
も
な
ら
ず
し
て

佳う
ま

き
句
に
耽ふ
け

り
︑
つ
く
る
う
た
は

語

の
人
を
驚
か
さ
ず
ん
ば

死
し
て
も
休や

ま
ず
︒︵
為
人
性
僻
耽
佳
句
︑
語
不
驚
人
死
不
休
︒︶﹂﹇
1
0
1
4
_江
上
值
水
如
海
勢
聊
短
述
﹈
と
述
べ
て
い
た
︒
句
の
表
現
に
命
を
か
け
る

と
い
う
︑
す
さ
ま
じ
い
ま
で
の
こ
の
姿
勢
は
︑
死
ぬ
ま
で
変
わ
ら
な
か
っ
た
︒

こ
の
詩
で
一
番
ハ
ッ
と
さ
せ
ら
れ
る
の
は
︑
詩
の
最
後
で
︑
杜
甫
が
自
分
に
は
ま
だ
知
音
が
い
な
い
︑
と
も
ら
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
杜
甫
ほ
ど
の
大
詩
人
な

ら
︑
当
然
当
時
か
ら
有
名
な
は
ず
で
︑
自
分
を
理
解
し
て
く
れ
る
者
が
い
な
い
な
ど
と
︑
な
ぜ
嘆
く
必
要
が
あ
る
の
か
︑
と
い
う
疑
問
が
ま
ず
起
こ
ろ
う
︒
し
か
し
実
際
は
︑
生

前
か
ら
国
民
的
な
人
気
が
あ
っ
た
李
白
や
白
居
易
の
よ
う
な
︑
有
名
詩
人
と
は
違
っ
て
い
た
︒
杜
甫
の
詩
は
深
刻
な
内
容
︑
真
に
迫
る
描
写
︑
雄
渾
な
格
式
︑
高
い
技
倆
等
々
︑

何
か
特
別
な
詩
で
あ
る
こ
と
は
分
か
っ
て
い
て
も
︑
同
時
代
か
ら
真
の
価
値
が
理
解
さ
れ
︑
共
感
さ
れ
支
持
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
︒
あ
れ
ほ
ど
偉
大
な
詩
人
に
し

て
︑
こ
の
発
言
か
と
い
う
最
初
の
驚
き
は
︑
す
ぐ
さ
ま
古
今
東
西
の
偉
大
な
芸
術
家
は
︑
往
々
に
し
て
こ
う
い
う
も
の
だ
っ
た
と
納
得
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

た
だ
し
﹁
知
音
﹂
に
も
意
味
の
広
が
り
が
あ
る
︒
友
人
︑
支
援
者
と
い
う
広
い
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
︑
杜
甫
も
晩
年
の
絶
筆
と
言
わ
れ
る
詩
の
中
で
︑
湖
南
の
経
済

的
支
援
者
た
ち
を
知
音
と
呼
ん
で
い
る
︵﹁
感
激
す
る
は
知
音
に
在あ

り
﹂﹇
2
3
4
8
_風
疾
舟
中
伏
枕
書
懷
三
十
六
韻
奉
呈
湖
南
親
友
﹈︶︒

し
か
し
こ
こ
は
七
句
め
に
い
う
﹁
歌
﹂
と
の
関
わ
り
か
ら
︑
狭
い
意
味
で
の
知
音
︑
杜
甫
文
学
の
真
の
理
解
者
︑
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
︒
そ
う
し
た
場
合
︑
知
音
は
や
や
重

い
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
︒
そ
う
い
え
ば
知
音
と
は
︑
元
来
か
ら
し
て
得
が
た
い
も
の
︑
稀
な
る
も
の
で
あ
る
︒
知
音
が
そ
ん
な
に
多
い
は
ず
が
な
い
︒
だ
か
ら
知
音
と
い
う

言
葉
が
使
わ
れ
る
と
き
に
は
︑
知
音
の
少
な
さ
を
嘆
く
方
向
で
用
い
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
る
︒

そ
う
い
う
ま
と
め
方
を
し
て
し
ま
え
ば
︑
杜
甫
の
こ
の
知
音
も
︑
元
も
子
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
︒
し
か
し
そ
れ
で
も
こ
の
詩
の
最
後
に
表
明
さ
れ
る
知
音
に
い
ま
だ
め
ぐ
り

あ
え
ず
と
い
う
嘆
き
に
は
︑
重
み
を
感
じ
る
︒
そ
れ
は
︑
わ
れ
わ
れ
が
杜
甫
の
人
生
と
文
学
の
︑
不
遇
と
苦
難
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
も
し
も
こ
の
嘆
き
が
︑
三
流
詩

人
の
発
言
な
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
時
は
単
な
る
不
満
や
自
己
弁
護
の
開
き
直
り
に
過
ぎ
な
い
︒
詩
人
の
人
生
を
知
る
こ
と
で
︑
詩
の
言
葉
の
意
味
が
違
っ
て
く
る
一
つ
の
例

で
あ
ろ
う
︒

九

ま
こ
も
御
飯
に

ぬ
な
わ
の
汁
物

徳
利
一
本

つ
け
添
え
て

﹇
2
2
6
2
_
江
閣
臥
病
︑
走
筆
寄
呈
崔
盧
兩
侍
御
﹈

大
暦
四
年
の
正
月
早
々
に
︑
岳
陽
を
出
発
し
た
杜
甫
は
洞
庭
湖
に
入
り
︑
湘
江
を
ゆ
っ
く
り
さ
か
の
ぼ
っ
て
︑
二
月
下
旬
の
清
明
節
の
こ
ろ
に
は
長
沙
に
到
着
し
た
︒
春
の
盛
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り
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
こ
ろ
の
杜
甫
の
身
体
は
最
悪
の
状
態
で
あ
っ
た
︒
片
方
の
耳
は
聞
こ
え
ず
︑
右
腕
が
き
か
ず
︑
床
に
臥
せ
っ
て
空
に
左
手
で
字
を
書
く
︑
と
詠
じ
て
い
る

︵
⁝
右
臂
偏
枯
半
耳
聾
︒
⁝
悠
悠
伏
枕
左
書
空
︒﹇
2
2
4
7
_清
明
二
首
﹈
其
二
︶︒

長
沙
か
ら
は
︑
さ
ら
に
衡
陽
に
向
か
っ
た
︒
若
い
と
き
か
ら
の
友
人
で
あ
っ
た
韋
之
晋
が
︑
一
昨
年
か
ら
衡
陽
の
長
官
と
な
っ
て
い
た
の
を
︑
頼
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
と

こ
ろ
が
衡
陽
に
着
い
て
み
る
と
︑
韋
之
晋
は
長
沙
の
長
官
に
な
っ
て
既
に
赴
任
し
て
い
た
︒
行
き
違
い
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
実
は
清
明
節
の
そ
の
日
に
︑
衡
陽
の
韋
之
晋
に
対

し
て
︑
長
沙
の
長
官
と
な
る
よ
う
辞
令
が
下
っ
て
い
た
︒
杜
甫
は
そ
れ
を
知
る
よ
し
も
な
か
っ
た
︒
そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑
頼
み
の
韋
之
晋
は
︑
四
月
に
は
長
沙
で
急
逝
し
て
し
ま

う
︒
か
と
い
っ
て
杜
甫
は
︑
そ
の
ま
ま
衡
陽
に
居
続
け
る
意
味
も
な
く
︑
衡
陽
か
ら
長
沙
に
引
き
返
す
こ
と
に
し
た
︒

夏
に
は
長
沙
に
戻
っ
て
き
た
が
︑
長
沙
に
は
翌
年
の
春
ま
で
︑
一
年
近
く
も
滞
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
長
沙
で
は
船
上
で
も
過
ご
し
た
が
︑
一
時
期
︑
上
陸
し
て
川
に
面
し

た
江
閣
に
も
住
ん
だ
︒
次
の
詩
は
長
沙
到
着
後
ま
も
な
い
こ
ろ
︑
江
閣
で
病
の
床
に
臥
せ
っ
て
︑
手
元
不
如
意
を
嘆
い
て
い
た
と
き
の
詩
で
あ
る
︒

江
閣
臥
病
︑
走
筆
寄
呈
崔
盧
兩
侍
御

江こ
う

閣か
く

病
や
ま
い

に
臥ふ

し
︑
筆ふ
で

を
走は
し

ら
せ
︑
崔さ
い

盧ろ

両
り
ょ
う

侍じ

御ぎ
ょ

に
寄よ

せ
呈て
い

す

客
子
Û
廚
薄
︑

客か
く

子し

Ûほ
う

廚
ち
ゅ
う

薄う
す

く

江
樓
枕
席
清
︒

江こ
う

楼ろ
う

枕ち
ん

席せ
き

清き
よ

し

衰
年
病
秖
瘦
︑

衰す
い

年ね
ん

病や

み
て
秖た

だ
瘦や

せ

長
夏
想
為
情
︒

長
ち
ょ
う

夏か

情
じ
ょ
う

を
為な

す
を
想お

も

う

滑
憶
彫
胡
飯
︑

滑か
つ

に
は
憶お
も

う

彫
ち
ょ
う

胡こ

の
飯は
ん

香
聞
錦
帶
羹
︒

香こ
う

に
は
聞き

く

錦き
ん

帯た
い

の
羹こ
う

溜
匙
兼
煖
腹
︑

溜
り
ゅ
う

匙し

に

煖だ
ん

腹ぷ
く

を
兼か

ね

誰
欲
致
杯
甖
︒

誰た
れ

か

杯は
い

甖お
う

を
致い
た

さ
ん
と
欲ほ
っ

す
る

江か
わ

べ
の

閣
た
か
ど
の

に

か
り
ず
ま
い
し
て
病
や
ま
い

に
臥ふ

せ
︑
い
そ
ぎ
筆ふ
で

を
走は
し

ら
せ
︑
崔さ
い

と
盧ろ

両ふ
た

り
の
侍じ

御ぎ
ょ

ど
の
に
︑
こ
の
う
た
を

寄お
く

り
呈
さ
し
あ

ぐ

み
し
ら
ぬ
と
ち

客た
び

子び
と

に
は

Û
廚

く

り

や

の
ご
ち
そ
う

す
く
な
く
薄う
す

く

江か
わ

べ
の

楼
た
か
ど
の

や
ま
い
に
ふ
し

枕
ま
く
ら

と

席
し
き
も
の

ね
ど
こ
の
あ
た
り
は

わ
び
し
く
清き
よ

し

衰お
と
ろ

え
し

わ
が
年
よ
わ
い

病や

み
て
は

秖た

だ
ひ
た
す
ら
に

瘦や

せ
ゆ
き
て

ひ
あ
し
長な

が

き
夏な
つ

の
つ
き

わ
れ
へ
の
情な
さ

け

た
れ
か

為お
こ

さ
ん
も
の
か
と

想お
も

い
を
め
ぐ
ら
す
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滑な
め

ら
か
な
る
も
の

彫
胡

ま

こ

も

を
か
し
ぐ

ま
ぜ
飯め

し

に

憶お
も

い
を
は
せ

香か
ん
ば

し
き
も
の

錦
に
し
き

の
帯お
び

の

ぬ
な
わ
の

羹
あ
つ
も
の

聞き

き
お
よ
ぶ

匙さ
じ

よ
り
溜
し
た
た

る

ま
こ
も
の
め
し
に

腹は
ら

煖
あ
た
た

む
る

あ
つ
も
の
兼か

ね
そ
え

誰た
れ

か

杯
さ
か
ず
き

と

甖
さ
け
が
め

わ
れ
に
致と

ど

け
ん
と
欲す

る
も
の

あ
ら
ん
か
な

｢湘
江
ぞ
い
の
楼
閣
に
︑
わ
た
し
は
病
の
た
め
長
ら
く
臥
せ
っ
て
お
り
︑
検
察
官
で
あ
ら
れ
る
崔
氏
︑
盧
氏
の
御
両
人
に
︑
急
ぎ
一
筆
し
た
た
め
て
︑
こ
の
歌
を
送
り
届
け

ご
覧
に
供
し
ま
す
︒﹂

旅
に
あ
る
身
で
あ
る
た
め
︑
わ
た
し
は
お
い
し
い
ご
馳
走
も
口
に
す
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
せ
ん
︒
し
か
も
病
に
臥
せ
っ
て
手
元
不
如
意
で
︑
身
辺
は
清
貧
と
い
え
ば
聞
こ
え

は
い
い
の
で
す
が
︑
そ
の
実
︑
ま
こ
と
に
わ
び
し
い
も
の
で
す
︒

老
衰
し
た
こ
の
年
齢
で
は
︑
さ
ら
に
病
気
が
重
な
れ
ば
︑
ま
す
ま
す
痩
せ
て
い
く
だ
け
で
す
︒
日
足
の
長
い
夏
の
季
節
と
な
り
︑
ひ
さ
し
く
床
に
臥
せ
っ
て
い
る
と
︑
こ
ん
な

わ
た
し
を
憐
れ
ん
で
︑
同
情
心
を
起
こ
し
て
く
れ
る
人
は
い
な
い
も
の
か
と
︑
思
い
を
め
ぐ
ら
し
ま
す
︒

な
め
ら
か
な
も
の
で
は
︑
マ
コ
モ
の
ご
飯
に
思
い
を
馳
せ
ま
す
し
︑
香
り
高
い
も
の
で
は
︑
錦
の
よ
う
に
美
し
く
︑
帯
の
よ
う
に
細
長
い
蓴
じ
ゅ
ん

菜さ
い

の
汁
物
が
︑
お
い
し
い
と
聞

き
及
ん
で
い
ま
す
︒

匙
で
す
く
っ
て
食
べ
よ
う
と
す
る
か
た
わ
ら
︑
匙
か
ら
す
べ
り
落
ち
る
の
が
マ
コ
モ
の
御
飯
で
︑
お
な
か
を
温
め
て
く
れ
る
の
が
蓴
菜
の
熱
い
汁
物
で
す
︒
そ
の
二
つ
を
一
緒

に
し
て
︑
さ
ら
に
酒
杯
と
酒
甕
と
を
加
え
て
︑
誰
か
わ
た
し
に
︑
届
け
よ
う
と
し
て
く
れ
な
い
も
の
で
し
ょ
う
か
︒

＊

＊

酒
と
食
べ
物
を
友
人
に
所
望
し
た
戯
れ
の
詩
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
お
ね
だ
り
の
詩
な
ら
︑﹁
戯
れ
に
呈
す
﹂
の
よ
う
な
詩
題
に
な
っ
て
い
て
も
よ
さ
そ
う
だ
が
︑
こ
こ
は
そ

う
で
は
な
い
︒﹁
戯
れ
﹂
に
な
ら
な
い
ほ
ど
真
剣
に
切
迫
し
て
い
る
︑
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
の
だ
ろ
う
が
︑
実
際
の
所
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
︒

杜
甫
は
い
ま
湖
南
省
の
客
舎
で
寝
込
み
︑
病
の
床
か
ら
急
ぎ
筆
を
走
ら
せ
︑
詩
を
書
き
送
っ
て
い
る
︒
も
ち
ろ
ん
詩
は
と
っ
く
に
で
き
あ
が
り
︑
添
削
も
終
わ
っ
て
い
よ
う
︒

す
で
に
二
人
に
送
り
届
け
ら
れ
︑
二
人
は
読
ん
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
︒
い
な
結
局
は
送
り
届
け
ら
れ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
そ
ん
な
こ
と
は
こ
の
詩
を
読
む
の

に
は
関
係
な
い
︒
い
ま
杜
甫
が
病
床
で
︑
食
べ
物
や
酒
を
想
像
し
て
い
る
︑
そ
ん
な
シ
ー
ン
を
思
い
浮
か
べ
よ
う
︒
詠
じ
ら
れ
た
状
況
が
︑
い
ま
同
時
進
行
し
て
い
る
も
の
と
し

て
︑
詩
は
作
ら
れ
︑
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
詩
は
読
ま
れ
る
︒
そ
れ
が
作
者
と
読
者
の
暗
黙
の
ル
ー
ル
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
︒

詩
の
冒
頭
か
ら
︑
Û
厨
︑
つ
ま
り
台
所
な
ど
と
い
う
生
活
臭
の
あ
る
言
葉
が
で
て
く
る
︒
決
し
て
風
雅
な
詩
で
は
な
い
︒
し
か
も
他
の
詩
人
と
違
っ
て
︑
杜
甫
の
使
う
Û
厨

は
︑
単
な
る
場
所
や
空
間
と
し
て
の
概
念
的
な
用
い
方
で
は
な
く
︑
料
理
︑
食
事
の
イ
メ
ー
ジ
と
直
結
し
︑﹁
Û
厨
が
薄
い
﹂
つ
ま
り
料
理
が
貧
し
い
︑
少
な
い
な
ど
と
不
満
を

言
っ
て
︑
い
さ
さ
か
所
帯
じ
み
て
い
る
︒

二
句
め
の
﹁
枕
席
清
し
﹂
が
︑
そ
れ
と
は
対
照
的
で
︑
思
わ
ず
ニ
ヤ
リ
と
し
て
し
ま
う
︒
病
床
の
回
り
が
清
い
と
は
︑
清
貧
な
︑
つ
ま
り
清
く
正
し
く
貧
し
い
と
い
う
︑
杜
甫
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の
生
活
を
連
想
さ
せ
︑
な
ん
と
か
救
援
し
て
あ
げ
ね
ば
と
い
う
同
情
心
を
呼
び
起
こ
す
︒
こ
の
冒
頭
の
聯
の
対
句
だ
け
で
︑
生
き
か
た
正
し
く
︑
旅
の
身
に
あ
る
困
窮
せ
る
一
老

詩
人
︑
そ
の
彼
が
今
し
も
病
に
倒
れ
︑
食
い
物
に
も
難
儀
し
て
い
る
︑
と
い
う
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し
て
い
る
︒
生
活
感
は
あ
る
が
卑
俗
さ
は
無
い
︑
風
流
で
は
な
い
が
上
手

に
作
ら
れ
て
い
る
︒
そ
ん
な
書
き
出
し
で
︑
も
う
こ
れ
だ
け
で
︑
作
者
が
詩
で
訴
え
ん
と
す
る
と
こ
ろ
の
︑
半
分
以
上
は
言
い
得
て
い
る
︒

杜
甫
が
滞
留
す
る
こ
の
地
方
は
︑
マ
コ
モ
や
ジ
ュ
ン
サ
イ
が
よ
く
取
れ
︑
夏
は
ジ
ュ
ン
サ
イ
の
食
べ
頃
で
あ
り
︑
夏
か
ら
秋
に
は
マ
コ
モ
が
実
を
結
ぶ
︒
病
床
か
ら
杜
甫
が
空

想
し
て
い
る
の
は
︑
そ
の
よ
う
な
マ
コ
モ
ご
飯
と
ジ
ュ
ン
サ
イ
汁
で
︑
決
し
て
贅
沢
な
肉
料
理
な
ど
で
は
な
い
︒
謂
わ
ば
軽
い
ラ
ン
チ
風
の
ジ
ュ
ン
サ
イ
ス
ー
プ
付
き
マ
コ
モ
ラ

イ
ス
で
︑
な
ん
と
も
質
素
な
食
事
で
は
あ
る
︒
そ
こ
が
い
じ
ら
し
い
と
言
え
ば
い
じ
ら
し
い
︒
詩
で
も
っ
て
酒
を
ね
だ
る
だ
け
な
ら
︑
風
流
の
詩
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
︒
だ
が
こ

こ
は
︑
食
事
を
お
ね
だ
り
し
て
い
る
︒
し
か
も
謂
わ
ば
定
食
風
で
︑
日
常
を
生
き
て
い
く
た
め
の
常
食
で
あ
る
︒
こ
れ
で
は
生
活
臭
が
少
し
出
過
ぎ
で
は
な
い
か
︒

し
か
し
マ
コ
モ
飯
と
ジ
ュ
ン
サ
イ
汁
は
︑
詩
語
と
し
て
使
わ
れ
る
時
は
︑
若
干
の
風
流
さ
と
隠
X
的
な
雰
囲
気
を
醸
し
だ
す
︒
マ
コ
モ
は
︑
水
辺
に
群
生
し
て
い
る
イ
ネ
科
の

大
型
植
物
で
あ
る
︒
茎
に
菌
類
が
つ
い
て
肥
大
し
た
も
の
は
マ
コ
モ
タ
ケ
と
称
し
て
食
用
に
供
さ
れ
る
が
︑
こ
こ
で
は
開
花
し
結
実
し
た
小
さ
な
穀
粒
を
︑
煮
て
匙
で
す
く
っ
て

食
べ
る
︒
菰こ

米べ
い

や
彫
胡
︵
米
︶
な
ど
と
呼
ば
れ
︑
唐
詩
で
は
質
素
な
隠
X
ぐ
ら
し
の
食
卓
に
登
場
す
る
こ
と
が
多
い
︒

ジ
ュ
ン
サ
イ
は
︑
ス
イ
レ
ン
科
の
水
草
で
︑
食
用
に
す
る
の
は
︑
粘
質
物
に
お
お
わ
れ
た
巻
い
た
若
葉
で
あ
る
︒
中
国
で
は
も
っ
ぱ
ら
熱
い
吸
い
物
︵

羹
あ
つ
も
の

︶
に
し
︑﹁

蓴
じ
ゅ
ん

羹こ
う

﹂
と
い
う
言
葉
も
あ
る
く
ら
い
で
あ
る
︒
ジ
ュ
ン
サ
イ
と
言
え
ば
︑
晋
の
張
ち
ょ
う

�か
ん

の
故
事
が
有
名
で
︑
彼
は
呉
か
ら
都
の
洛
陽
に
の
ぼ
り
官
に
就
い
て
い
た
が
︑
あ
る
日
秋
風

が
吹
く
や
︑
故
郷
の
ジ
ュ
ン
サ
イ
汁
や
ス
ズ
キ
︵
鱸
︶
の
な
ま
す
︵
鱠
︶
等
の
郷
土
料
理
を
懐
か
し
が
り
︑
つ
い
に
官
を
辞
め
て
故
郷
に
帰
っ
て
し
ま
っ
た
︒
そ
れ
以
来
ジ
ュ
ン

サ
イ
に
は
︑
官
を
棄
て
故
郷
に
隠
X
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
で
き
あ
が
っ
た
︒

だ
か
ら
杜
甫
が
こ
こ
で
ジ
ュ
ン
サ
イ
汁
と
マ
コ
モ
飯
を
挙
げ
て
い
る
の
は
︑
き
わ
め
て
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
え
て
く
る
︒
杜
甫
は
い
ま
︑
望
郷
の
念
に
か
ら
れ
な
が
ら
︑
南

の
長
沙
で
病
の
床
に
臥
せ
︑
生
活
は
困
窮
し
て
い
る
︒
そ
う
い
う
状
態
に
あ
る
杜
甫
に
︑
こ
の
二
つ
の
食
べ
物
の
雰
囲
気
は
う
ま
く
合
う
︒
む
し
ろ
こ
こ
で
︑
普
通
は
ジ
ュ
ン
サ

イ
と
対
で
挙
げ
ら
れ
る
﹁
鱸ろ

鱠か
い

﹂
の
方
を
持
ち
出
し
て
く
れ
ば
︑
魚
肉
の
贅
沢
さ
が
わ
ざ
わ
い
し
て
︑
雰
囲
気
が
合
わ
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
︒
ま
た
他
の
多
く
の
詩
人
が
そ

う
で
あ
る
よ
う
に
︑﹁
蓴
羹
﹂
と
﹁
鱸
鱠
﹂
を
対
に
し
て
詩
を
作
れ
ば
︑
杜
甫
は
そ
の
時
︑
安
易
に
故
事
を
詩
の
中
に
持
ち
込
ん
で
き
た
だ
け
と
な
り
︑
生
活
の
実
態
に
合
わ
せ

て
︑
適
確
な
詩
語
を
選
ん
で
詩
を
作
っ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒
当
然
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
詩
は
陳
腐
で
嘘
め
い
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
︒

こ
の
詩
が
う
ま
く
作
ら
れ
て
い
る
と
感
心
す
る
の
は
︑
対
句
の
題
材
と
し
て
︑
ジ
ュ
ン
サ
イ
と
マ
コ
モ
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
適
切
さ
と
い
う
よ
り
は
︑
む
し
ろ
そ
れ
が
︑

ど
の
よ
う
な
言
葉
で
仕
立
て
上
げ
ら
れ
て
い
る
か
で
あ
る
︒

彫
胡
飯
の
対
句
が
︑
錦
帯
羹
と
し
て
作
っ
て
あ
る
︒
飯
と
羹
が
同
じ
食
べ
物
で
︑
対
で
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
だ
が
︑
彫
胡
と
錦
帯
の
対
が
わ
か
り
に
く
い
︒﹁
蓴
菜
羹
﹂
と

い
う
言
葉
も
あ
る
の
で
︑
そ
れ
を
使
え
ば
何
も
問
題
な
い
が
︑
杜
甫
が
追
求
す
る
対
句
は
﹁
工こ
う

対つ
い

﹂
と
呼
ば
れ
︑
語
の
分
類
範
疇
ま
で
対
に
す
る
の
で
︑
も
う
少
し
厳
密
で
あ

る
︒
彫
胡
と
蓴
菜
の
対
で
は
︑
漢
字
の
一
字
一
字
︑
つ
ま
り
彫
と
蓴
︑
胡
と
菜
が
対
に
な
っ
て
い
な
い
︒
そ
こ
で
蓴
菜
を
錦
帯
と
言
い
表
す
特
殊
な
呼
び
方
が
き
っ
と
あ
っ
て

︵
た
と
え
ば
そ
れ
は
こ
の
地
方
の
方
言
か
も
し
れ
な
い
︶︑
杜
甫
は
そ
れ
を
用
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
彫
胡
と
錦
帯
の
対
句
構
造
は
︑
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
︒
胡
は
あ
ご
ひ
げ
で
︑
同
じ
身
体
の
外
側
に
あ
る
帯
と
︑
対
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
︒
錦
は
模
様
の
つ
い
た
綾
織
り
で
︑
美
し
い
の
意
味
︒
彫
は
模
様
を
ほ
っ
て
飾
る
の

意
味
で
︑
錦
と
意
味
上
の
関
連
が
あ
り
︑
対
と
見
な
せ
る
︒
漢
字
は
多
義
性
な
の
で
︑
彫
胡
と
錦
帯
が
対
句
で
な
い
と
い
う
批
判
に
は
︑
こ
の
よ
う
に
裏
の
語
義
と
表
の
語
義
を
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使
い
分
け
て
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
詩
で
杜
甫
は
こ
の
対
句
作
り
に
苦
労
し
︑
そ
れ
は
必
ず
し
も
大
成
功
だ
っ
た
と
は
言
え
な
い
が
︑
そ
れ
で
も
彫
胡
飯
の
対

に
錦
帯
羮
を
持
っ
て
き
た
方
が
︑
蓴
菜
羹
を
持
っ
て
く
る
よ
り
︑
ず
っ
と
い
い
対
句
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

マ
コ
モ
飯
に
は
︑
滑
ら
か
な
点
を
あ
げ
︑
ジ
ュ
ン
サ
イ
汁
に
は
香
り
の
面
を
あ
げ
な
が
ら
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
︑
そ
れ
を
﹁
憶
う
﹂﹁
聞
く
﹂
と
い
う
動
詞
を
使
っ
て
い
る
︒

例
え
ば
﹁
欲
す
﹂
や
﹁
求
む
﹂
を
用
い
︑﹁
滑
欲
～
︑
香
求
～
﹂
と
し
て
も
︑
律
詩
と
し
て
成
り
立
つ
︒
し
か
し
こ
こ
で
は
︑
そ
う
い
う
直
接
的
な
欲
求
を
示
す
動
詞
を
敢
え
て

使
っ
て
い
な
い
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
マ
コ
モ
や
ジ
ュ
ン
サ
イ
に
対
す
る
一
種
の
憧
憬
が
生
じ
て
︑
詩
に
雅
な
雰
囲
気
を
か
も
し
だ
し
て
い
る
︒

｢滑
ら
か
﹂
の
五
句
め
を
︑
七
句
め
の
﹁
匙
よ
り
溜
る
﹂
で
受
け
︑﹁
香
り
﹂
の
六
句
め
を
︑﹁
腹
を
煖
む
﹂
で
受
け
︑
五
︑
六
の
二
つ
の
句
を
︑
七
句
め
の
一
句
で
受
け
と
め

て
い
る
︒
そ
し
て
八
句
め
に
ま
っ
た
く
新
し
い
酒
の
話
題
を
出
し
て
い
る
︒
こ
の
句
作
り
は
︑
記
号
化
す
れ
ば
︑
ａ
＋
ｂ
︑
ｃ
(ａ
ｂ
)＋
ｄ
︑
と
な
る
︒
さ
ら
に
﹁
ｃ
(ａ
ｂ
)＋

ｄ
﹂
は
︑﹁
旧
＋
新
﹂
と
も
書
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
︑
論
理
的
に
美
し
い
構
造
と
な
っ
て
い
る
︒

実
は
対
句
を
た
っ
と
ぶ
中
国
的
思
考
は
︑
論
理
を
対
句
的
に
整
然
と
組
み
立
て
る
こ
と
が
好
き
で
あ
る
︒
さ
ら
に
言
え
ば
︑
万
物
を
分
類
し
︑
体
系
化
す
る
こ
と
に
す
ぐ
れ

る
︒
し
か
し
そ
の
長
所
は
︑
単
純
な
形
式
論
理
に
堕
し
や
す
い
と
い
う
短
所
を
合
わ
せ
持
ち
︑
強
引
さ
の
裏
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
る
面
も
少
な
く
な
い
︒
日
本
的
思
考
が
︑
個
別
に

こ
だ
わ
り
︑
個
別
に
惚
れ
込
み
︑
木
だ
け
を
見
つ
め
つ
づ
け
て
︑
い
つ
の
間
に
か
森
を
見
る
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
︒
論
理
的
思
考
の
面
で

は
︑
む
し
ろ
中
国
は
西
欧
に
近
い
と
い
え
る
︒
そ
の
根
本
的
原
因
が
何
で
あ
る
か
は
言
い
難
い
が
︑
中
国
の
対
句
的
思
考
と
律
詩
は
非
常
に
相
性
が
い
い
と
い
う
こ
と
は
言
え

る
︒最

後
に
︑
杜
甫
は
ジ
ュ
ン
サ
イ
汁
と
マ
コ
モ
飯
と
酒
を
も
ら
っ
た
と
し
て
︑
ど
れ
が
い
ち
ば
ん
嬉
し
か
っ
た
だ
ろ
う
か
︒
お
そ
ら
く
は
酒
だ
っ
た
ろ
う
︒
杜
甫
は
最
後
は
酒
の

病
で
身
を
く
ず
す
こ
と
に
な
る
︒

十

一
寸
の
荒
れ
地
も

こ
と
ご
と
く

牛
の
た
が
や
す

﹇
2
3
1
8
_
蠶
穀
行
﹈

大
暦
四
年
︵
七
六
九
︶
は
︑
十
年
近
く
も
続
い
た
安
史
の
乱
が
終
結
し
て
五
年
め
で
あ
る
︒
と
は
い
え
乱
以
後
︑
唐
の
国
威
は
地
に
落
ち
︑
地
方
軍
閥
が
割
拠
し
︑
小
さ
な
反

乱
が
各
地
で
勃
発
し
︑
さ
ら
に
周
辺
の
異
民
族
の
脅
威
に
も
さ
ら
さ
れ
た
︒
杜
甫
自
身
︑
そ
の
戦
乱
の
真
っ
直
中
に
あ
り
︑
時
代
の
波
に
翻
弄
さ
れ
た
一
生
で
あ
っ
た
と
言
え

る
︒十

年
前
︑
一
時
は
そ
こ
に
隠
X
し
よ
う
か
と
さ
え
考
え
た
秦
州
は
︑
今
は
吐
蕃
に
占
領
さ
れ
て
い
る
︒
七
年
前
︵
七
六
二
︶
の
成
都
で
は
︑
徐
知
道
の
乱
が
起
こ
っ
た
た
め
︑

旅
に
出
て
い
た
杜
甫
は
︑
し
ば
ら
く
家
族
の
居
る
浣
花
草
堂
に
帰
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
四
年
前
︵
七
六
五
︶
に
杜
甫
が
成
都
を
去
っ
た
そ
の
七
︑
八
ヶ
月
後
に
は
︑
新
任

の
節
度
使
が
崔さ
い

旰か
ん

に
殺
さ
れ
︑
成
都
は
大
い
に
乱
れ
た
︒
昨
年
︵
七
六
八
︶
の
五
月
に
は
楊
子
琳
が
成
都
に
攻
め
込
み
︑
七
月
に
は
楊
子
琳
は
敗
走
し
た
︒
今
年
の
二
月
︑
楊
子

琳
は
今
度
は
夔
州
を
攻
め
た
︒
秦
州
で
も
︑
成
都
で
も
︑
夔
州
で
も
︑
す
ん
で
の
所
で
︑
大
き
な
戦
乱
に
巻
き
込
ま
れ
ず
に
す
ん
だ
︒
も
う
少
し
長
く
滞
在
し
て
い
た
ら
︑
い
ま

ご
ろ
杜
甫
は
家
族
と
と
も
に
長
沙
に
い
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒

長
沙
に
は
一
年
近
く
も
滞
在
す
る
こ
と
に
な
り
︑
晩
年
最
後
の
落
ち
着
い
た
短
い
期
間
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
で
も
翌
大
暦
五
年
︵
七
七
〇
︶
の
四
月
に
︑
こ
の
長
沙
で
臧ぞ
う

玠か
い

の
乱
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が
勃
発
し
︑
杜
甫
は
戦
火
の
中
を
命
か
ら
が
ら
脱
出
し
︑
家
族
と
と
も
に
衡
陽
へ
避
難
し
て
い
っ
た
︒

次
の
詩
は
︑
大
暦
四
年
の
長
沙
で
の
作
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒

蠶
穀
行

蚕さ
ん

穀こ
く

行こ
う

天
下
郡
國
向
萬
城
︑

天て
ん

下か

の
郡ぐ
ん

国こ
く

万ば
ん

城
じ
ょ
う

に
向
な
ん
な

ん
と
す
る
も

無
有
一
城
無
甲
兵
︒

一い
ち

城
じ
ょ
う

と
し
て

有あ

る
こ
と
無な

し

甲こ
う

兵へ
い

の

無な

き
も
の
の

焉
得
鑄
甲
作
農
器
︑

焉い
ず

く
ん
ぞ
得え

ん

甲こ
う

を
鋳い

て

農の
う

器き

を
作つ
く

り

一
寸
荒
田
牛
得
耕
︒

一い
っ

寸す
ん

の
荒こ
う

田で
ん

も

牛う
し

の
耕た
が

や
す
こ
と
を

得え

ん
こ
と
を

牛

盡

耕

︑

牛う
し

は

尽
こ
と
ご
と

く
耕
た
が
や

し

蠶

亦

成

︒

蚕
か
い
こ

も

亦ま

た
成な

る

不
勞
烈
士
涙
滂
沱
︑

労ろ
う

せ
ず

烈れ
っ

士し

の

涙
な
み
だ

滂ぼ
う

沱だ

た
る
を

男
穀
女
絲
行
復
歌
︒

男だ
ん

穀こ
く

女じ
ょ

糸し

行ゆ

き
復ま

た
歌う
た

う

蚕
か
い
こ

と

穀こ
く

も
つ
の
行う
た

天あ
め

が
下し
た

郡ぐ
ん

や
国く
に

の
お
お
き
こ
と

万ま
ん

に
も
の
ぼ
る

城ま
ち

に
向
な
ん
な

ん
と
す
る
も

一ひ
と

つ
城し

ろ

と
て

甲
よ
ろ
い

や
兵ぶ

き

の

い
く
さ
無な

き
も
の

有あ

る
こ
と
は
無な

し

焉い
ず

く
ん
ぞ
得え

ん

と
か
し
た
る

甲
よ
ろ
い

を

か
た
に
鋳い

こ
ん
で

農の
う

の
器き

ぐ
と

作な

し

一い
っ

寸す
ん

の

ち
い
さ
き

荒あ

れ
た
る
田で
ん

ぱ
た
も

牛う
し

の
耕た
が

や
す
こ
と
を

得え

ん
こ
と
を

牛う
し

は

尽
こ
と
ご
と

く

た
は
た
を

耕
た
が
や

し

蚕か
い
こ

も

亦ま

た

し
ろ
き

ま
ゆ
と
成な

る

ぎ
に
烈

き
び
し

き
士ひ
と

の

涙
な
み
だ

滂ぼ
う

沱だ

と

あ
め
の
ご
と
く

な
が
る
る
を

労
わ
ず
ら

わ
す
こ
と
な
く

男お
と
こ

は
そ
と
に
穀こ
め

つ
く
り

女
お
ん
な

は
う
ち
に
糸い
と

を
く
り

行ゆ

き
つ
復ま

た

歌う
た

う
た
わ
ん

｢蚕
と
穀
物
の
歌
﹂

こ
の
大
唐
の
御み

代よ

に
︑
天
下
の
大
小
の
都
市
や
町
は
︑
万
の
数
に
も
上
ら
ん
ほ
ど
の
多
さ
で
あ
る
︒
そ
う
だ
と
い
う
の
に
︑
戦
争
の
無
い
も
の
は
︑
一
つ
と
し
て
無
い
あ
り
さ
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ま
で
あ
る
︒

な
ん
と
か
し
て
︑
溶
か
し
た
武
器
や
甲
冑
を
鋳
込
ん
で
︑
く
わ
や
す
き
の
農
具
を
作
り
︑
一
寸
四
方
の
︑
ど
ん
な
に
小
さ
な
︑
荒
れ
果
て
た
田
畑
さ
え
︑
牛
が
耕
す
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
い
い
の
に
と
思
う
︒

そ
の
と
き
に
は
︑
牛
が
あ
ら
ゆ
る
田
畑
を
︑
余
す
と
こ
ろ
な
く
耕
す
こ
と
と
な
り
︑
蚕
も
桑
の
葉
を
食
べ
て
大
き
く
な
っ
て
︑
繭
と
な
る
︒

そ
う
な
れ
ば
︑
義
に
き
び
し
く
生
き
る
人
士
に
︑
い
き
ど
お
り
と
悲
し
み
の
涙
を
︑
と
め
ど
も
な
く
流
さ
せ
る
︑
そ
ん
な
こ
と
を
︑
も
う
さ
せ
な
く
て
す
む
の
だ
︒
そ
し
て
百

姓
男
た
ち
は
︑
野
良
で
穀
物
を
作
り
︑
女
た
ち
は
家
内
で
糸
を
繰
り
︑
は
た
ら
き
つ
︑
歌
う
た
い
つ
︑
平
穏
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
︒

＊

＊

七
言
古
詩
で
あ
る
︒
詩
題
の
﹁
行
﹂
は
歌
謡
の
意
味
で
︑
律
詩
の
よ
う
に
規
則
が
厳
密
な
詩
で
は
な
い
︒
だ
か
ら
詩
の
途
中
で
韻
を
換
え
て
い
る
︒
前
半
は
偶
数
句
め
の
句
末

が
﹁
兵
︑
耕
︑
成
﹂
と
韻
を
踏
む
︒
七
言
だ
か
ら
冒
頭
の
句
末
の
﹁
城
﹂
も
韻
を
踏
ん
で
い
る
︒
後
半
の
句
末
は
韻
を
換
え
て
﹁
沱
︑
歌
﹂
と
韻
を
踏
む
︒
五
句
め
と
六
句
め
の

文
字
数
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
四
文
字
分
足
り
な
い
︒
二
つ
を
一
句
に
ま
と
め
て
六
文
字
の
句
と
し
︑
詩
全
体
を
七
行
詩
と
考
え
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
私
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
四

文
字
足
り
な
い
部
分
は
︑
音
が
延
長
さ
れ
て
い
る
と
見
な
し
︑
一
句
と
し
て
独
立
さ
せ
︑
全
体
を
八
行
詩
で
考
え
て
い
る
︒
五
句
め
と
六
句
め
は
︑
ゆ
っ
く
り
音
を
引
き
延
ば
し

て
歌
い
︑
牛
が
田
と
い
う
田
を
耕
し
つ
く
し
︑
到
る
と
こ
ろ
で
蚕
が
成
長
し
て
い
る
︑
そ
ん
な
理
想
的
で
豊
か
な
農
村
を
頭
に
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
︑
詩
を
歌
う
の
だ
と
考
え
た

い
︒こ

の
詩
は
︑
ま
ず
最
初
の
詩
題
か
ら
人
目
を
引
く
︒﹁
蚕
穀
﹂
と
い
う
語
彙
は
︑
当
時
と
し
て
は
非
常
に
見
慣
れ
な
い
言
葉
で
あ
る
︒
唐
以
前
の
正
統
的
な
詩
文
や
︑
思
想
︑

歴
史
の
文
献
な
ど
に
は
用
例
を
さ
が
し
だ
す
の
は
容
易
で
な
い
︒
唐
代
で
も
︑
三
例
ほ
ど
し
か
見
出
し
え
ず
︑
唐
以
後
も
非
常
に
少
な
い
︒
し
か
し
︑
今
日
か
ら
考
え
る
と
﹁
蚕

穀
﹂
と
は
︑
蚕
つ
ま
り
絹
と
穀
物
を
意
味
し
︑
と
て
も
分
か
り
や
す
い
言
葉
で
あ
る
︒
絹
と
穀
物
は
︑
均
田
制
で
農
民
が
国
家
に
上
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹁
租
庸
調
﹂
の
二

大
税
で
あ
る
︒﹁
庸
﹂
は
年
に
二
十
日
分
の
力
役
だ
が
︑
代
用
の
絹
で
も
っ
て
︑﹁
調
﹂
と
一
括
し
て
上
納
さ
れ
て
い
た
︒﹁
蚕
穀
﹂
は
︑
唐
代
の
均
田
制
以
後
に
で
き
あ
が
っ
た
︑

当
時
の
口
語
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
農
民
た
ち
の
両
肩
に
重
く
の
し
か
か
っ
て
く
る
言
葉
で
あ
る
が
︑
知
識
人
の
生
活
に
は
あ
ま
り
関
わ
っ
て
こ
な
い
語
彙
で
あ
っ
た
ろ

う
︒
杜
甫
は
︑
伝
統
的
な
詩
の
雰
囲
気
に
そ
ぐ
わ
な
い
こ
の
よ
う
な
語
彙
を
︑
詩
の
な
か
に
持
ち
込
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
︒﹁
蚕
と
穀
物
の
歌
﹂︑
詩
の
題
か
ら
し
て
︑
実
は
杜

甫
し
か
作
り
得
な
か
っ
た
詩
の
題
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒

冒
頭
の
書
き
出
し
が
力
強
い
︒
一
句
め
と
二
句
め
を
続
け
て
︑
一
気
に
読
み
く
だ
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒﹁
世
の
中
に
は
︑
大
小
と
り
ま
ぜ
︑
万
の
数
に
も
上
る
都
市
や
町

が
あ
る
と
い
う
の
に
︑
軍
隊
で
武
装
し
な
い
も
の
は
︑
一
つ
と
し
て
無
い
の
だ
！
﹂
こ
れ
は
も
う
︑
い
つ
ま
で
も
続
く
戦
乱
の
世
に
対
す
る
怒
り
と
い
う
か
︑
嘆
き
と
い
う
か
︑

ど
う
に
か
し
た
く
て
も
︑
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
悲
痛
な
思
い
が
︑
抑
え
き
れ
ず
に
ほ
と
ば
し
り
出
て
︑
一
気
呵
成
に
で
き
あ
が
っ
た
︑
と
い
う
叫
び
の
句
で
あ
る
︒
そ
の

よ
う
に
ひ
と
息
に
で
き
あ
が
っ
た
も
の
な
の
で
︑
こ
の
句
に
は
︑
一
文
字
と
て
添
削
を
加
え
る
余
地
は
な
い
︒
と
︑
古
人
も
思
っ
た
に
違
い
な
い
︒

三
句
め
の
﹁
焉
く
ん
ぞ
得
ん
﹂
は
反
語
で
は
な
く
︑﹁
安
得
﹂
と
同
じ
で
︑
ぜ
ひ
と
も
何
々
し
た
い
も
の
だ
︑
と
い
う
強
い
願
望
を
示
す
︒
杜
甫
は
こ
の
意
味
で
の
﹁
安
得
﹂

﹁
焉
得
﹂
を
し
ば
し
ば
用
い
る
︒
杜
甫
の
理
想
主
義
を
よ
く
体
現
す
る
言
葉
と
い
え
よ
う
︒﹁
武
器
を
溶
か
し
て
農
具
を
作
り
︑
ど
ん
な
小
さ
な
荒
れ
地
も
︑
余
す
と
こ
ろ
な
く
牛

が
耕
す
よ
う
に
な
っ
た
ら
い
い
︒﹂
な
ん
と
素
晴
ら
し
い
言
葉
だ
ろ
う
︒
こ
う
い
う
理
想
的
な
美
し
い
言
葉
を
︑
何
の
屈
託
も
な
く
︑
真
正
面
か
ら
堂
々
と
言
っ
て
の
け
る
人
と
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い
う
の
は
︑
そ
う
多
く
は
な
い
︒

杜
甫
が
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
吐
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
︑
杜
甫
の
詩
の
作
り
方
が
う
ま
い
か
ら
で
は
な
く
︑
杜
甫
の
心
が
素
晴
ら
し
い
か
ら
で
あ
る
︒
大
き
な
美
し
い
心

が
な
い
と
︑
ど
ん
な
に
手
練
手
管
の
術
に
長
け
て
い
て
も
︑
こ
う
し
た
詩
句
は
書
け
な
い
︒
偉
大
な
心
が
な
け
れ
ば
︑
一
流
の
詩
人
に
は
な
れ
な
い
︒
杜
甫
が
一
流
の
詩
人
で
あ

る
と
い
う
の
は
︑
ま
ず
大
前
提
と
し
て
杜
甫
が
よ
り
大
き
な
心
︑
よ
り
熱
い
心
︑
よ
り
美
し
い
心
を
も
つ
人
だ
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
大
き
な
心
の
わ
ず
か
何
分
の
一
か
が
︑
や
っ

と
言
葉
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
︑
人
に
も
伝
わ
る
の
で
あ
る
︒
人
に
伝
わ
っ
た
と
き
に
は
︑
す
で
に
何
割
分
か
が
減
殺
さ
れ
て
い
る
︒
人
を
感
動
さ
せ
る
言
葉
の
裏
に
は
︑
そ
れ

に
も
ま
さ
る
も
っ
と
大
き
な
︑
詩
人
の
心
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

さ
て
こ
の
三
句
め
︑
武
器
を
溶
か
し
て
農
具
を
つ
く
る
と
い
う
考
え
は
︑
実
は
中
国
古
代
の
思
想
に
す
で
に
存
在
す
る
︒
杜
甫
も
何
度
も
詩
に
歌
っ
て
き
た
︒
よ
っ
て
こ
こ
で

は
四
句
め
の
﹁
小
さ
な
荒
れ
田
も
見
捨
て
ら
れ
ず
に
耕
さ
れ
尽
く
す
﹂
と
い
う
言
い
方
に
注
目
し
た
い
︒
こ
の
句
の
眼
目
は
﹁
一
寸
﹂
と
い
う
言
葉
で
あ
ろ
う
︒﹁
一
寸
﹂
が
有

る
か
な
い
か
で
は
随
分
と
違
う
︒
杜
甫
は
︑
田
畑
と
い
う
の
は
︑
牛
で
耕
さ
れ
︑
種
を
ま
か
れ
︑
穀
物
を
実
ら
せ
て
こ
そ
︑
は
じ
め
て
そ
の
使
命
を
果
た
す
も
の
と
考
え
て
い
た

で
あ
ろ
う
︒
そ
の
田
畑
は
︑
美
田
で
あ
ろ
う
が
荒
れ
田
で
あ
ろ
う
が
変
わ
り
は
な
い
︒
さ
ら
に
言
え
ば
︑
た
と
え
一
寸
の
取
る
に
足
り
な
い
荒
れ
田
で
あ
ろ
う
と
︑
広
大
な
美
田

と
同
じ
よ
う
に
︑
牛
に
入
っ
て
も
ら
い
︑
耕
し
て
も
ら
い
︑
穀
物
を
実
ら
せ
る
︑
そ
う
や
っ
て
こ
そ
︑
一
寸
の
荒
田
も
浮
か
ば
れ
︑
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
存
在
意
義
を
全
う
す
る

こ
と
が
で
き
る
︒
杜
甫
は
そ
う
い
う
風
に
考
え
て
い
た
に
違
い
な
い
︒
こ
こ
に
は
杜
甫
の
︑
大
小
貧
富
︑
貴
賤
上
下
の
差
別
な
く
︑
ま
た
生
物
無
生
物
に
か
か
わ
ら
ず
︑
あ
ら
ゆ

る
物
を
い
と
お
し
む
姿
勢
が
︑
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
︒
無
生
物
ま
で
平
等
視
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
︑
西
欧
社
会
の
人
道
的
博
愛
主
義
と
は
違
い
︑
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の

﹁
も
の
﹂
を
大
切
に
す
る
心
に
通
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒

五
︑
六
句
の
変
則
性
に
つ
い
て
は
︑
最
初
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
︒
ど
ん
な
田
地
も
牛
が
あ
ま
ね
く
耕
し
︑
耕
さ
れ
な
い
田
畑
が
な
い
よ
う
な
︑
そ
ん
な
理
想
の
農
村
世
界

を
思
い
浮
か
べ
て
い
る
︒
そ
こ
に
は
蚕
に
食
わ
せ
る
桑
も
育
っ
て
い
る
︒
杜
甫
の
脳
裡
に
は
︑
こ
の
よ
う
な
情
景
が
ぐ
る
ぐ
る
回
っ
て
い
る
の
だ
︒
句
型
が
変
則
的
に
な
っ
て
い

る
部
分
は
︑
し
ば
し
ば
軽
視
さ
れ
が
ち
だ
が
︑
む
し
ろ
そ
こ
に
こ
そ
作
者
の
こ
だ
わ
り
が
あ
る
︒
普
通
の
句
型
で
は
表
現
し
足
り
な
い
か
ら
こ
そ
︑
そ
の
よ
う
な
句
型
を
取
る
の

で
あ
り
︑
そ
こ
に
こ
そ
作
者
の
思
い
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
︒

最
後
の
二
句
は
︑
こ
こ
で
韻
が
か
わ
り
︑
段
落
も
か
わ
る
︒
直
前
の
五
︑
六
句
で
た
っ
ぷ
り
と
理
想
社
会
を
思
い
描
い
た
あ
と
︑
そ
う
い
う
社
会
が
実
現
し
た
ら
︑
悲
惨
な
農

村
に
涙
を
流
す
必
要
も
な
く
な
り
︑
農
夫
も
農
婦
も
存
分
に
仕
事
に
精
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
に
！
と
︑
願
い
の
形
で
︑
詩
は
終
わ
る
︒
こ
こ
で
杜
甫
が
願
っ
て
い
る
の
は
︑

と
て
も
さ
さ
や
か
な
こ
と
で
あ
る
︒
農
婦
が
憂
い
な
く
糸
を
つ
む
ぎ
︑
農
夫
が
安
心
し
て
野
良
を
耕
せ
る
よ
う
に
と
い
う
︑
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
の
た
め

に
は
︑
鍬
や
鋤
の
鉄
の
農
具
が
充
足
し
︑
戦
争
で
耕
牛
が
引
っ
立
て
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
︑
男
が
兵
役
に
駆
り
出
さ
れ
も
せ
ず
︑
戦
費
調
達
の
重
税
を
お
っ
か
ぶ
さ
れ
る
こ
と
も

な
い
︑
そ
ん
な
平
和
な
社
会
に
な
る
必
要
が
あ
る
︒

そ
れ
は
と
て
も
実
現
の
む
ず
か
し
い
こ
と
で
あ
る
︒
お
そ
ら
く
杜
甫
は
そ
ん
な
社
会
が
容
易
に
実
現
す
る
な
ど
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
︒
し
か
し
杜
甫
は
そ
れ
を
願
わ
ざ
る

を
得
な
い
の
で
あ
る
︒
こ
の
時
の
杜
甫
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
︒
風
貌
は
老
衰
し
︑
礼
服
は
す
り
切
れ
︑
小
役
人
に
は
馬
鹿
に
さ
れ
︑
耳
が
遠
く
な
り
︑
腕
は
し
び
れ
︑
目
は
か
す

み
︑
身
体
の
あ
ち
こ
ち
が
お
か
し
く
な
っ
て
い
る
︒
生
計
は
困
窮
し
︑
人
の
好
意
に
す
が
っ
て
生
き
て
い
る
︒

そ
ん
な
杜
甫
が
︑
い
ま
︑
自
分
の
こ
と
を
忘
れ
︑
農
民
を
悲
し
み
︑
農
村
の
疲
弊
に
涙
し
︑
戦
争
の
な
い
平
和
な
社
会
を
心
底
か
ら
願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
み
す
ぼ
ら
し
い
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一
老
詩
人
の
こ
ん
な
願
い
が
︑
何
か
社
会
の
変
革
に
役
立
つ
だ
ろ
う
か
︒
お
そ
ら
く
何
の
役
に
も
立
た
な
か
っ
た
ろ
う
︒
し
か
し
︑
そ
ん
な
み
じ
め
な
自
分
の
状
況
か
ら
︑
世
の

た
め
人
の
た
め
そ
ん
な
大
き
な
こ
と
を
願
っ
て
い
る
︑
そ
の
詩
人
の
純
粋
で
一
途
な
心
に
︑
我
々
は
何
よ
り
も
感
動
す
る
の
だ
ろ
う
︒
こ
こ
に
こ
そ
杜
甫
の
真
骨
頂
が
あ
る
︒
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