
「
杜
甫
遊
春
」
の
系
譜

|
|
民
間
に
お
け
る
杜
甫
像
の
形
成
|
|

中公

謙

京
都
府
立
大
凶
甲
子

杜
甫
が
中
園
最
大
の
詩
人
で
あ
る
こ
と
は
、

ほ
ぼ
衆
目
の
一
致
す

る
と
こ
ろ
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
同
時
代
に
お
け
る
彼
の
評
憤

は
必
ず
し
も
高
く
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
宋
代
以
降
そ
の
地

位
は
劇
的
に
向
上
し
、
北
宋
後
期
以
降
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
こ
と

さ
ら
に
異
を
立
て
る
人
々
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
基
本
的
に
そ

の
評
慣
に
は
ゆ
る
ぎ
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

で
は
、
後
世
の
人
々
が
抱
い
て
い
た
社
甫
の
イ
メ
ー
ジ
は
ど
の
よ

う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
般
的
に
は
、
「
社
甫
一
生
秋
山
」

(
『
漁
隠
叢
話
』
前
集
巻
二
十
四
に
引
く
『
西
江
詩
話
』
な
ど
)
と
い
う
語

に
象
徴
さ
れ
る
憂
愁
の
詩
人
の
印
象
が
強
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
あ
く
ま
で
一
定
以
上
社
甫
の
詩
を
誼
ん
だ
人
々

「
杜
甫
遜
春
」
の
系
譜
(
小
松
)

に
限
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
か
な
り
の
教
養
を
身
に
つ
け
た
人
間
に

と
っ
て
も
、
李
白
や
白
居
易
の
詩
に
比
べ
れ
ば
、
社
甫
の
詩
は
は
る

か
に
難
解
な
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
ま
し
て
、
非
識
字
層
は

も
と
よ
り
、
あ
る
程
度
字
が
誼
め
る
人
々
に
と
っ
て
も
、
杜
甫
の
詩

は
一
部
を
除
け
ば
身
近
な
も
の
と
は
い
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

蘇
州
郊
外
の
社
拾
遺
廟
が
何
人
を
杷
っ
た
も
の
で
あ
る
か
を
忘
れ

ら
れ
、
「
社
十
槙
」
と
い
う
女
神
と
見
な
さ
れ
て
、
伍
子
育
(
こ
れ

も
伍
姉
夫
・
五
髭
者
な
ど
と
見
な
さ
れ
て
い
た
)
と
結
婚
さ
せ
ら
れ
た
と

い
う
『
黄
氏
日
抄
』
巻
六
十
一
な
ど
に
見
え
る
有
名
な
話
か
ら
も
明

戸、J

ら
か
な
よ
う
に
、
特
に
教
養
を
持
た
な
い
一
般
の
人
々
は
、
杜
甫
が

何
人
で
あ
る
か
を
ほ
と
ん
ど
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

建
立
の
経
緯
が
わ
か
っ
て
い
る
事
例
か
ら
考
え
て
、
お
そ
ら
く
廟
白

樫
は
地
域
の
知
識
人
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
が
、

一
旦
廟
が
で
き
て
し
ま
う
と
、
地
域
の
一
般
住
民

は
社
甫
を
霊
験
あ
ら
た
か
な
神
様
と
見
な
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
神
た
る
者
に
ま
つ
わ
る
不
思
議
な
惇
承
が
社
甫
に
闘
し

て
生
ま
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。

元
の
鮮
子
植
が

「
困
民
子
薪
雑
録
』

で
惇
え
る
至
元
十
年
三
二
七
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一
二
)
喬
仲
山
が
郎
州
に
お
い
て
石
の
中
に
あ
る
「
社
少
陵
骨
」
な
る

も
の
を
賓
見
し
た
と
い
う
記
事
は
そ
の
好
例
と
い
え
よ
う
。
お
そ
ら

く
こ
の
地
に
縁
が
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
杷
ら
れ
た
杜
甫
(
安
史
の
乱
の

際
杜
甫
が
郎
州
に
妻
子
を
置
き
、
し
ば
し
ば
通
っ
て
い
た
こ
と
は
、
「
月

夜
」
等
の
詩
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
「
古
今
国
書
集
成
』
巻

五
四
六
「
延
安
府
部

延
安
府
一
刷
廟
考
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
石

葉
考
六

が
あ
っ
た
三
川
と
い
う
土
地
に
社
公
嗣
が
あ
っ
た
)
に
つ
い
て
、
地
元
の

人
々
は
具
瞳
的
な
こ
と
を
知
ら
な
い
ま
ま
榊
と
し
て
杷
り
、

つ
い
に

は
奇
跡
を
思
わ
せ
る
文
物
を
杜
甫
に
結
び
つ
け
る
に
至
っ
て
い
た
こ

と
を
示
し
て
い
よ
う
。

ま
た
、
杜
甫
が
人
生
最
後
の
時
期
を
過
ご
し
た
湖
北
来
陽
に
お
い

て
も
、
奇
妙
な
惇
説
が
早
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
。
『
古
今
国
主
日
集

成

』

巻

一

二

四

二

「

衡

州

府

部

衡

州

府

山

川

考

一

」

に

は
来
陽
牒
の
地
名
と
し
て
「
靴
洲
」
を
あ
げ
、
「
俗
停
杜
甫
在
洲
飲

葉
考
二

醇
、
宿
酒
家
。
是
タ
水
暴
至
溺
水
。
轟
令
使
人
求
之
不
得
、
但
得
一

靴
、
葬
於
洲
上
(
民
間
で
は
、
杜
甫
が
こ
の
洲
で
酔
っ
て
飲
み
屋
に
泊

ま
っ
た
と
こ
ろ
、
夕
方
に
急
な
大
水
が
来
て
溺
れ
た
た
め
、
講
師
脚
令
が
探
さ

せ
た
が
見
つ
か
ら
ず
、
長
靴
一
つ
が
手
に
入
っ
た
だ
け
だ
っ
た
の
で
、
洲
の

上
に
そ
の
靴
を
葬
っ
た
と
い
う
)
」
と
説
明
す
る
。
こ
の
「
靴
洲
」
に

杜
甫
の
嗣
堂
と
墓
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
明
の
解
結
・
荘
日

γ

一
で
清
の
査

慣
行
ら
の
題
詠
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
話
が
い
つ
に
始
ま
る
も
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、

北
宋
の

李
観
の
「
遺
補
社
子
美
停
」
に
詳
し
く
見
え
、
ま
た
北
宋
の
劉
斧
の

『
捺
遣
』
を
出
典
と
し
て
引
く
例
が
多
い
こ
と
か
ら
考
え
て
、
少
な

く
と
も
宋
代
に
は
生
ま
れ
て
い
た
惇
説
で
あ
ろ
う
。
韓
愈
の
作
と
惇

え
ら
れ
る
「
題
杜
工
部
墳
」
(
韓
愈
の
集
に
は
取
め
ら
れ
ず
、
察
夢
弼
の

『
集
注
杜
工
部
詩
外
集
』
の
「
酬
唱
附
録
」
が
劉
斧
『
掠
遺
』
に
見
え
る
と
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し
て
引
く
)
も
お
そ
ら
く
こ
の
こ
と
を
う
た
っ
た
上
で
、
次
の
よ
う

に
い
、
っ
。捉

月
走
入
千
尺
波
、
忠
諌
便
沈
泊
羅
底
。

固
知
天
意
有
所
存
、
三
賢
所
開
同
一
水
。

月
を
と
ら
え
よ
う
と
千
尺
の
波
に
走
り
入
り
、
諌
言
し
て
泊
羅

の
底
に
沈
む
。

天
に
は
考
え
が
あ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
、
三
賢
は
い
ず
れ
も

水
に
入
っ
て
い
っ
た
。

『
捺
遺
』
に
見
え
る
貼
か
ら
し
て
、
靴
洲
の
話
に
合
わ
せ
て
儀
作
さ



れ
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
が
、
宋
代
に
は
社
甫
溺
死
惇
説
が

存
在
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
杜
甫
に
つ
い
て
溺
死
惇
読
が
護
生
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

や
は
り
さ
き
の
韓
愈
作
と
稽
す
る
詩

が
ヒ
ン
ト
を
輿
え
て
く
れ
よ
う
。
諌
言
が
聞
か
れ
ず
入
水
し
た
と
い

う
屈
原
、
惇
説
上
月
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
水
死
し
た
と
さ
れ
る
李

白
と
並
ん
で
、
社
甫
も
水
死
し
た
と
さ
れ
た
。
つ
ま
り
李
白
・
杜
甫

は
、
屈
原
に
な
ら
っ
て
神
た
る
も
の
に
ふ
さ
わ
し
い
履
歴
を
輿
え
ら

③
 

れ
た
の
で
あ
る
。
ゆ
か
り
の
地
の
庶
民
屠
に
と
っ
て
は
、
杜
甫
は
一
珊

で
あ
っ
た
。

で
は
、
全
く
無
島
?
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
杜
甫
の
詩
を
す
べ

て
謹
む
と
い
う
レ
ベ
ル
に
は
な
い
人
々
の
間
で
は
、
杜
甫
は
ど
の
よ

う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

字
は
誼
め
る
が
知
識
人
と
い
う
ほ
ど
の
レ
ベ
ル
に
は
な
い
人
々
、

具
瞳
的
に
は
職
業
上
文
字
を
使
用
す
る
都
市
生
活
者
や
膏
吏
、
一
吐
曾

的
・
経
済
的
に
は
地
位
が
高
く
て
も
教
養
が
あ
る
と
は
限
ら
な
い
武

「
杜
甫
遜
春
」
の
系
譜
(
小
松
)

官
や
富
裕
な
農
民
及
び
商
人
、
更
に
は
官
官
や
識
字
能
力
を
持
つ
女

性
(
多
く
は
上
流
階
級
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
)
と
い
っ
た
人
々
は
、
社

甫
に
封
し
て
ど
の
よ
う
な
認
識
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

自
ら
の
認
識
を
丈
字
に
書
き
留
め
る
事
が
少
な
い
そ
う
し
た
レ
ベ

ル
の
人
々
の
意
識
を
知
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
が
、
演
劇
は
有
数

な
手
段
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
劇
種
に
よ
り
受
容
階
層
を
異
に
す

る
も
の
の
、
枇
舎
の
上
層
か
ら
下
層
ま
で
を
麿
く
封
象
と
す
る
演
劇

は
、
一
世
舎
に
封
し
て
強
い
護
信
力
を
持
つ
と
同
時
に
、
一
吐
舎
が
持
つ

て
い
た
通
念
を
映
す
鏡
で
も
あ
る
。
演
劇
に
お
け
る
社
甫
像
を
検
討
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す
る
こ
と
は
、
高
級
知
識
人
以
外
の
人
々
が
抱
い
て
い
た
杜
甫
の
イ

メ

l
ジ
を
探
る
手
だ
て
と
な
り
え
よ
う
。
ま
た
覗
貼
を
同
和
比
え
れ
ば
、

一
般
の
人
々
に
封
し
て
ど
の
よ
う
な
社
甫
像
が
提
供
さ
れ
、
影
響
を

輿
え
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。
更
に
、
演
劇
に
お
け

る
社
甫
像
が
何
に
基
づ
い
て
生
ま
れ
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、

杜
甫

ひ
い
て
は
中
園
の
有
名
な
知
識
人
の
民
間
に
お
け
る
人
物
像

が
、
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
く
の
か
を
知
る
よ
す
が
に
も
な
る

に
遣
い
な
い
。

で
は
、
演
劇
に
お
い
て
は
社
甫
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
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で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
金
元
の
院
本
を
記
録
し
た

「
鞍
耕
録
』
巻
二

十
五
「
院
本
名
目
」
に
は
、
「
諸
雑
大
小
院
本
」

の
項
に
「
杜
甫
遊

春
」
と
い
う
題
名
が
見
え
る
。
院
本
の
賓
態
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で

は
な
い
が
、
日
本
に
お
け
る
狂
言
の
よ
う
に
、
雑
劇
よ
り
短
い
笑
劇

と
い
う
理
解
が
一
般
的
に
は
な
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、

『
鞍
耕
録
』

に
記
録
さ
れ
る
題
名
を
見
る
限
り
、
そ
の
性
格
は
多
様
で
あ
り
、
笑

劇
ば
か
り
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
雑
劇
と
の
相
違

は
、
音
楽
の
運
用
の
方
法
な
ど
に
あ
っ
て
、
全
盟
に
短
く
、
笑
劇
的

性
格
の
も
の
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
「
社
甫
遊

春
」
に
つ
い
て
は
、
社
甫
自
身
が
登
場
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
社
甫

遊
春
を
テ
1
マ
に
し
た
パ
ロ
デ
ィ
的
な
笑
劇
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で

あ
る
。元

雑
劇
に
お
い
て
は
、
現
存
し
な
い
も
の
の
、
『
録
鬼
簿
」
『
太
和

正
音
譜
』

の
記
述
か
ら
、
後
期
の
作
家
古
康
に
や
は
り
「
社
甫
遊

春
」
と
題
す
る
雑
劇
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
『
銀
鬼
簿
」
に

は
次
の
よ
う
に
い
う
(
各
本
と
も
内
谷
は
ほ
ぼ
同
じ
)
0

活
子
安
、
名
康
、
杭
州
人
。
明
性
理
、
善
講
解
、
能
詞
章
、

通
音
律
。
因
王
伯
成
李
太
白
庇
夜
郎
、
乃
編
社
子
美
遊
曲
江
。

一
下
筆
即
新
奇
、
蓋
天
姿
卓
異
、
人
不
及
故
也
。

市
子
安
、
名
は
康
、
杭
州
の
人
。
性
理
の
隆
司
干
に
通
じ
、
解
説

に
す
ぐ
れ
、
詩
文
に
長
じ
、
音
律
に
通
じ
て
い
た
。
王
伯
成
の

「
李
太
白
庇
夜
郎
」
を
き
っ
か
け
に
、
「
杜
子
美
遊
由
江
」
を

作
っ
た
。
筆
を
下
ろ
せ
ば
た
ち
ま
ち
新
奇
な
言
葉
が
生
み
だ
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
生
ま
れ
つ
き
卓
越
し
て
お
り
、
他
の
人
は

及
ぶ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

『
録
鬼
簿
」

の
う
ち
天
一
閤
本
は
、
「
曲
江
池
社
甫
遊
春
」
と
い
う

題
名
を
記
録
し
て
い
る
。
こ
の
雑
劇
の
存
在
は
、
院
本
と
の
影
響
闘

。。
今
r
h

係
も
想
定
は
さ
れ
る
も
の
の
、
演
劇
の
世
界
に
お
い
て
「
杜
甫
遊

春
」
が
一
つ
の
語
と
し
て
定
着
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
可
能

性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。

「
録
鬼
簿
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
作
品
が
生
み
出
さ
れ
る
き
っ
か
け

と
な
っ
た
の
は
、
王
伯
成
の
「
李
太
白
庇
夜
郎
」
雑
劇
で
あ
っ
た
。

元
刊
本
の
み
を
残
す
こ
の
雑
劇
に
つ
い
て
は
、
「
元
刊
雑
劇
の
研
究

(
二
)
』
に
お
い
て
詳
細
な
謹
注
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
内
容
に
つ

い
て
も
解
説
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
詳
し
く
は
同
書
を
参
照

③
 

さ
れ
た
い
が
、
雨
者
が
具
盟
的
に
ど
の
よ
う
な
闘
係
に
あ
る
の
か
は



よ
く
わ
か
ら
な
い
。
「
李
太
白
庇
夜
郎
」
第
三
折
は
、
【
尾
】
の
「
浸

遭
羅
(
催
)
李
翰
林
、
式
昏
沈
楊
貴
妃
。
見
如
今
鳳
韓
中
援
抱
着
肥

見
睡
。
更
那
里
別
尋
本
l
社
子
美
(
口
先
だ
け
の
李
翰
林
に
、
あ
ま
り
に

た
わ
け
た
楊
貴
妃
様
。
い
ま
も
ね
や
で
お
デ
ブ
ち
ゃ
ん
を
抱
い
て
お
や
す
み

じ
ゃ
。
さ
て
こ
の
う
え
ど
こ
に
杜
子
美
を
尋
ね
た
ら
い
い
も
の
や
ら
)
」
と

い
う
謎
め
い
た
曲
辞
で
結
ぼ
れ
る
。
「
庇
夜
郎
」

の
全
睦
的
な
傾
向

か
ら
考
え
て
、
お
そ
ら
く
「
社
子
」
を
「
吐
子
」
に
掛
け
て
、
安
雄

山
の
肥
満
を
か
ら
か
っ
て
い
る
も
の
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
ま

で
楊
貴
妃
と
安
椋
山
を
批
判
し
て
き
た
李
白
が
こ
れ
を
最
後
に
宮
廷

か
ら
去
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
杜
甫
が
批
判
を
績
け
る
後
継
者
と
し

て
指
定
さ
れ
て
い
る
と
見
れ
ば
、
雨
者
を
関
連
づ
け
る
こ
と
は
可
能

か
も
し
れ
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
「
社
甫
遊
春
」
は
楊
貴
妃

批
判
を
含
む
も
の
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
推
論
の
域
を
出
る
も
の

で
は
な
い
。

た
だ
、
「
杜
甫
遊
春
」

の
内
容
を
示
唆
す
る
要
素
が
全
く
な
い
わ

け
で
は
な
い
。
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
天
一
間
本
「
録
鬼
簿
』
に
は

「
由
江
池
社
甫
遊
春
」
と
い
う
題
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、

少
な
く
と
も
市
康
の
雑
劇
に
お
い
て
は
、
「
遊
春
」
の
舞
蓋
は
曲
江

「
杜
甫
遜
春
」
の
系
譜
(
小
松
)

池
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
曲
江
池
に
お
け
る
「
遊
春
」
が
題
材

と
し
て
選
ば
れ
る
の
か
。

こ
こ
で
興
味
深
い
の
が
、
元
雑
劇
の
曲
辞
に
お
け
る
杜
甫
の
詩
の

運
用
状
況
で
あ
る
。
社
甫
の
詩
を
踏
ま
え
た
句
は
元
雑
劇
に
も
か
な

り
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
現
れ
方
は
か
な
り
特
徴
的
と
い
っ
て
よ
い
。

元
雑
劇
最
古
の
刊
本
で
あ
る

『
一
冗
刊
雑
劇
三
十
種
』

の
「
市
張
難

黍
」
第
四
折
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

【
酔
春
風
】
我
只
待
田
盟
高
塚
臥
願
麟
、
栽
長
松
引
鳳
風
。

高
い
墓
を
築
い
て
麟
麟
を
横
た
え
、
松
を
植
え
て
鳳
風
を
招
き

A
Y
 

寄
せ
た
い
も
の
。

こ
の
「
高
塚
臥
麟
麟
」
と
い
う
表
現
は
、
「
元
刊
雑
劇
三
十
種
』
に

限
定
し
て
も
、
「
高
塚
麟
麟
」
と
い
っ
た
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
ま
じ

え
つ
つ
、
「
東
宮
事
犯
」
第
四
折
【
壌
繍
球
】
・
「
介
子
推
」
第
四
折

【
禿
廟
見
】
・
「
陳
情
神
高
臥
」
第
二
折
【
牧
羊
開
】
に
も
同
じ
よ
う
に

認
め
ら
れ
る
。
こ
の
語
の
使
用
は
こ
れ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、

『
元
刊
雑
劇
三
十
種
』
以
外
の
雑
劇
で
は
「
間
犬
存
孝
」
第
二
折
、
散

由
で
は
王
伯
成
の
「
項
羽
自
制
」
を
は
じ
め
四
つ
の
例
が
あ
る
。

こ
の
句
は
、
次
に
あ
げ
る
社
甫
の
「
曲
江
二
首
」
第
一
首
に
基
づ
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い
て
い
る
。

一
片
花
飛
減
却
春
、
風
瓢
高
貼
正
愁
人
。

且
看
欲
蓋
花
経
限
、
莫
厭
傷
多
酒
入
辱
。

江
上
小
堂
菓
菊
翠
、
苑
遺
高
塚
臥
蝦
麟
。

細
推
物
理
須
行
楽
、
何
用
浮
名
粋
此
身
。

ひ
と
ひ
ら
の
花
飛
べ
ば
春
は
減
り
ゆ
き
、
風
が
一
高
も
の
花
を

舞
わ
せ
れ
ば
ま
こ
と
に
愁
わ
し
い
。

と
り
あ
え
ず
散
り
蓋
く
そ
う
と
す
る
花
を
日
に
付
く
限
り
見
て

い
よ
う
、
唇
に
入
る
酒
が
多
す
ぎ
よ
う
と
構
い
は
せ
ぬ
。

川
の
ほ
と
り
の
小
堂
に
カ
ワ
セ
ミ
は
巣
を
作
り
、
庭
園
の
側
の

高
い
墓
に
は
麟
麟
が
横
た
わ
る
。

こ
の
世
の
原
理
を
よ
く
考
え
れ
ば
楽
し
む
に
如
か
ず
、
ぃ
原
名
を

身
に
ま
と
う
要
と
で
あ
り
は
せ
ぬ
。

「
高
塚
蝦
麟
」
が
こ
の
詩
の
第
六
句
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
が
、
「
曲
江
二
首
」

の
う
ち
元
曲
で
多
く
踏
ま
え
ら

れ
て
い
る
の
は
こ
の
句
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
詩
の
第

五
・
七
句
も
、
第
六
句
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
よ
、
そ
れ
ぞ
れ
雑
劇
や

散
曲
に
お
い
て
踏
ま
え
た
例
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
更
に
、
第

二
首
に
つ
い
て
も
、

や
は
り
多
く
の
句
が
元
曲
に
お
い
て
利
用
さ
れ

て
い
る
。

で
は
、
元
曲
は
一
般
に
社
甫
の
詩
を
数
多
く
踏
ま
え
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
杜
甫
の
す
べ
て
の
詩
に
つ
い
て
元
曲
と
の
重
複
を
調
査

し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
杜
甫
の
詩
の
一
冗
曲
に
釘
す
る
影
響
は
ご
く

限
定
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
傾
向
は
高
級
知
識
人
の
作

を
多
く
含
む
散
曲
よ
り
も
雑
劇
に
お
い
て
著
し
く
、
「
曲
江
二
首
」

以
外
に
多
く
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
例
と
し
て
は
、
「
漫
興
」

の
第

三
・
四
句
「
顛
狂
柳
袈
随
風
舞
、
軽
薄
桃
花
透
水
流
」
(
「
荘
周
夢
」
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第
三
折
【
液
繍
球
】
が
雨
旬
を
、
「
看
銭
奴
」
第
二
折
【
一
-
役
繍
球
】
が
第
三

句
を
、
「
李
謹
一
負
刑
」
第
一
折
【
醇
中
天
】
が
第
四
句
を
そ
の
ま
ま
使
用
し

て
お
り
、
「
城
南
柳
」
第
四
折
【
駐
馬
聴
】
が
雨
句
を
踏
ま
え
て
い
る
)
、

「
和
買
舎
人
早
朝
」
の
第
三
・
四
句
「
蛙
旗
日
暖
龍
蛇
動
、
宮
殿
風

微
燕
雀
高
」
(
「
斐
度
還
帯
」
第
三
折
【
液
繍
球
】
が
雨
旬
を
、
「
飛
万
封

箭
」
第
一
折
【
天
下
印
刷
米
】
が
第
四
匂
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
て
い
る
)
が
認

め
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。

賓
は
「
漫
興
」
は

『
金
瓶
梅
」
、
「
和
買
舎
人
早
朝
」
は

寄与一一白川世通

言
』
な
ど
に
も
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
例
が
あ
り
、
白
話
丈
撃
の
世
界



で
は
お
な
じ
み
の
詩
句
、
だ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
句
が

高
級
知
識
人
以
外
の
人
々
に
知
ら
れ
て
い
た
の
は
、
お
そ
ら
く
「
千

家
詩
」
に
牧
録
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
南
宋
期
に
原

型
が
成
立
し
た
と
は
さ
れ
る
も
の
の
、

ど
の
よ
う
な
形
の

「
千
家

詩
』
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
流
布
し
て
い
た
か
は
研
究
を
要
す
る
課
題
で

あ
り
、
明
末
の
小
説
は
と
も
か
く
、
そ
の
影
響
を
元
に
ま
で
さ
か
の

ぼ
ら
せ
う
る
か
に
は
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も

あ
れ
、
『
千
家
詩
』
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
詩
で
も
、
「
曲
江
二
首
」
ほ

ど
元
曲
に
多
く
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
例
は
他
に
は
な
い
。
し
か
も
こ

の
詩
は
、
元
曲
で
は
こ
れ
ほ
ど
多
く
利
用
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
「
漫
興
」
や
「
和
買
舎
人
早
朝
」
と
は
異
な
っ
て
、
明
代
白

話
小
説
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
曲
江

二
首
」
は
、
白
話
丈
撃
と
い
う
よ
り
、
演
劇
の
世
界
に
お
い
て
重
要

な
音
山
味
を
持
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
杜
甫

遊
春
」
が
曲
江
池
を
舞
蓋
と
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
と
無
関
係
で
は

あ
る
ま
い
。
賓
際
、
明
代
に
入
る
と
そ
の
こ
と
を
賓
誼
す
る
例
が
現

れ
て
く
る
。「

杜
甫
遜
春
」
の
系
譜
(
小
松
)

杜
甫
を
主
人
公
と
す
る
明
代
の
戯
曲
と
し
て
現
存
す
る
の
は
、
王

九
思
(
一
四
六
八
1
一
五
五
一
)
の
「
社
子
美
泊
酒
遊
春
」
雑
劇
と
沈

采
(
生
浸
年
不
詳
。
成
化
年
間
〔
一
四
六
五
l

一
四
八
七
〕
頃
活
動
)
の

「
杜
子
美
曲
江
記
」
の
二
種
で
あ
る
。

王
九
思
の
作
品
は
、
彼
の
文
集
「
漠
限
集
』
附
録
の

「
碧
山
梁

府
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
(
未
見
)
ほ
か
、
『
雑
劇
二
集
』
『
酔
江
集
』

に
も
牧
録
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
が
目
に
し
た
二
つ
の
テ
キ
ス
ト
を
比

較
す
る
と
、
『
雑
劇
二
集
』
に
は
、
『
酔
江
集
』
本
に
は
存
在
す
る
第

一
折
の
写
参
兄
弟
の
白
が
な
く
、
社
甫
の
一
人
語
り
と
な
っ
て
い
る
。

」
の
賄
に
つ
い
て
は
、
孟
稽
舜
に
よ
る

『
酔
江
集
』

の
眉
批
に
、

「
諸
本
首
折
無
写
参
及
写
秀
才
口
白
。
今
覚
得
飴
挑
孫
氏
古
紙
本
、
子

毎
枝
曲
下
比
白
有
問
答
、
語
較
馬
安
首
、
特
改
従
(
諸
本
の
第
一
折
に
は

山
宝
参
と
ヰ
秀
才
の
セ
リ
フ
が
な
い
。
今
回
品
開
挑
孫
氏
の
所
藤
本
を
入
手
し
た

と
こ
ろ
、
各
曲
の
下
に
す
べ
て
問
答
が
あ
り
、
そ
の
言
葉
も
比
較
的
適
切
な

も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
特
に
こ
れ
に
従
っ
て
改
め
た
)
」
と
あ
り
、
『
雑
劇

二
集
』

の
方
が
原
型
に
近
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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一
方
、
沈
宋
の
作
品
は
南
戯
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
夏
・
秋
・
冬
に

あ
た
る
「
謝
安
石
東
山
記
」
「
蘇
子
謄
赤
壁
記
」
「
向
秀
賓
郵
亭
記
」

と
あ
わ
せ
て

『
四
節
記
」
と
題
す
る
四
部
作
の
一
つ
で
あ
る
。
『
四

節
記
」

の
テ
キ
ス
ト
は
現
存
し
な
い
が
、
「
社
子
美
曲
江
記
」
は

連
の
い
わ
ゆ
る
散
帥
集
、

『
梁
府
紅
珊
』
巻
十
・
『
呉
献
卒
雅
』
利④

 

集
・
『
珊
瑚
集
』
巻
四
・
「
詞
林
逸
響
』
月
巻
・
「
妻
徴
歌
集
』
巷
四

に
一
部
分
が
牧
め
ら
れ
て
お
り
、

お
お
よ
そ
の
内
容
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
。
題
名
に
明
記
さ
れ
て
こ
そ
い
な
い
が
、
「
四
節
」

の、つ弘ノ

春
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
官
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
れ
も

「
社
甫
遊
春
」
を
題
材
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
事
賓
、
『
梁
府
紅
珊
」

所
肢
の
一
帥
は
、
「
杜
甫
遊
春
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。

で
は
こ
れ
ら
の
戯
曲
の
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
こ
に
は
、
今
は
失
わ
れ
た
元
代
の
「
社
甫
遊
春
」
の
面
影
が

な
に
が
し
か
は
蔑
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

王
九
思
の
「
社
子
美
出
酒
遊
春
」
は
、
雑
劇
の
通
例
に
従
っ
て
四

折
か
ら
な
る
。
第
一
折
で
は
、
粛
宗
の
至
懐
二
載
、
長
安
で
右
拾
遺

(
史
賓
で
は
左
拾
遺
)
の
職
に
あ
っ
た
社
甫
が
、
玄
宗
の
失
政
・
安
史

の
乱
・
粛
宗
の
即
位
と
い
っ
た
い
き
さ
つ
を
一
人
で
語
り
(
『
酪
江

集
』
で
は
界
参
の
弟
史
寸
秀
才
と
の
針
話
と
な
っ
て
い
る
)
、
第
二
折
で
は

由
江
池
に
あ
る
買
婆
婆
の
庖
に
社
甫
が
「
塞
櫨
」
に
乗
っ
て
現
れ
、

酒
代
の
質
に
置
い
て
き
た
朝
杉
を
買
婆
婆
か
ら
請
け
出
そ
う
と
し
て

工
部
尚
書
の
息
子
衛
大
郎
に
遭
遇
、
李
林
甫
の
詩
を
讃
え
る
大
郎
と

口
論
に
な
っ
て
追
い
出
さ
れ
、
別
の
庖
で
景
色
を
愛
で
つ
つ
酒
を
飲

む
。
第
三
折
で
は
、
社
甫
は
船
遊
び
の
誘
い
に
来
た
琴
参
と
大
雁
塔

に
上
っ
て
か
ら
渓
肢
に
向
か
う
。
第
四
折
で
、
写
参
兄
弟
や
妓
女
董

妖
擦
と
船
遊
び
を
山
楽
し
む
と
こ
ろ
に
、
丞
相
房
唱
の
命
を
受
け
た
使

者
が
杜
甫
を
呼
ぴ
、
朝
廷
で
房
唱
の
推
薦
に
よ
り
翰
林
亭
士
の
位
を
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授
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
封
し
、
社
甫
は
辞
退
す
る
よ
う

な
そ
ぶ
り
を
す
る
が
、
賓
際
に
辞
退
し
て
い
る
か
は
定
か
で
は
な
い
。

の
内
容
も
、
『
梁
府
紅
珊
』
所
牧
の

一
闘
に
つ
い
て
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
時
期
は
安
史
の
乱
以
前
に

沈
禾
の
「
杜
子
美
曲
江
記
」

設
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
(
た
だ
し
官
職
は
左
拾
遺
)
、
李
白
・
賀
知

章
と
誘
い
合
わ
せ
て
曲
江
池
に
赴
い
た
杜
甫
が
、
妓
女
黄
四
娘
の
も

と
で
酒
を
飲
む
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

い
ず
れ
も
ス
ト
ー
リ
ー
と
言
う
ほ
ど
の
も
の
は
な
く
、

社
甫
が
春
に
遊
ぶ
こ
と
を
中
心
に
す
え
て
、
社
甫
の
詩
を
踏
ま
え
た



曲
辞
を
展
開
す
る
と
い
う
、

い
か
に
も
丈
人
風
の
戯
曲
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
そ
し
て
、

そ
の
中
心
と
な
る
の
は
い
ず
れ
も
曲
江
池
で

あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
明
代
に
入
っ
て
も
、

や
は
り
杜
甫
を
題
材
と
す
る
戯
曲

は
「
杜
甫
遊
春
」
を
テ
l
マ
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
舞
蓋
は
曲

江
池
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

民
間
に
お
い
て
は
、
社
甫
に
「
遊
春
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
常
に
つ
き

ま
と
っ
て
い
た
こ
と
は
、
『
古
今
国
主
日
集
成
』
巻
五
百
四
十
八
「
延

安
府
古
蹟
考
こ
の
記
述
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
。
郎
州
に
花
園
荘
と

い
う
牡
丹
の
咲
く
場
所
が
あ
り
、
「
唐
社
甫
嘗
遊
春
子
此
」
、

つ
ま
り

社
甫
が
「
数
一
春
」
し
た
場
所
だ
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
杜
甫
と
い
え
ば

「
遊
春
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で

あ
ろ
う
。
さ
き
の
二
篇
の
戯
曲
も
、
金
元
以
来
醸
成
さ
れ
た
こ
う
し

た
イ
メ
ー
ジ
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
杜
甫
の
詩
集
に
は
「
遊
春
」
と
い
う
語
の
用
例
は
一

つ
も
な
い
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
「
曲
江
二
首
」

の
よ
う
に
、
春

の
花
を
め
で
、
春
景
色
を
楽
し
み
つ
つ
散
歩
す
る
と
い
っ
た
類
の
詩

は
多
数
存
在
す
る
が
、
こ
れ
は
一
般
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

「
杜
甫
遜
春
」
の
系
譜
(
小
松
)

特
に
社
甫
の
特
色
と
も
言
い
難
い
。
む
し
ろ
杜
甫
の
詩
と
い
え
ば
、

「
秋
興
八
首
」
「
登
高
」
な
ど
、
秋
を
う
た
っ
た
詩
の
方
が
、
社
甫

の
詩
を
謹
ん
だ
者
が
抱
く
一
般
的
な
杜
甫
の
イ
メ
ー
ジ
に
合
致
し
ょ

ぅ
。
で
は
、
な
ぜ
「
遊
春
」
な
の
か
。

ま
ず
、
高
級
知
識
人
に
お
け
る
「
社
甫
遊
春
」
に
つ
い
て
検
討
し

て
み
よ
う
。
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
あ
る
程
度
杜
甫
の
詩
を

知
っ
て
い
れ
ば
、
「
遊
春
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
社
甫
に
は
そ
ぐ
わ
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な
い
と
感
じ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
「
杜
甫
遊
春
」

と
題
す
る
詩
は
意
外
に
多
い
。
そ
の
最
も
早
い
例
は
、
『
宋
詩
紀
事
』

巻
五
十
七
に
引
く
南
宋
の
来
梓
の
「
社
甫
遊
春
」
で
あ
ろ
う
。

典
章
春
衣
不
肯
婦
、
熊
児
扶
遁
濃
渓
西
。

傷
時
懐
抱
深
子
海
、
掠
眼
風
光
醇
似
泥
。

春
服
を
す
べ
て
質
に
し
て
蹄
ろ
う
と
も
せ
ず
、
譲
渓
の
西
に
て

息
子
の
熊
見
に
支
え
ら
れ
る
。

時
代
を
悲
し
ん
で
抱
く
思
い
は
海
よ
り
深
く
、
目
を
か
す
め
行

く
景
色
に
泥
の
よ
う
に
酔
い
し
れ
る
。
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初
旬
は
「
曲
江
二
首
」

の
第
二
首
を
踏
ま
え
る
が
、
「
濠
渓
西
」
と

あ
る
以
上
、
場
所
は
憂
州
で
あ
ろ
う
。

元
代
の
例
と
し
て
は
、
手
廷
高
の
「
社
甫
遊
春
」
(
『
玉
井
樵
唱
」

巻
上
)
が
あ
げ
ら
れ
る
。

墨
哉
騒
上
一
吟
翁
、
詩
好
平
生
不
慮
窮
。

夢
冷
草
堂
無
史
筆
、
涜
渓
千
載
白
春
風
。

墨
鎌
た
る
も
の
よ

ロ
パ
に
跨
る
老
詩
人
、
普
段
か
ら
詩
を
好

ん
で
貧
し
さ
を
気
に
掛
け
ぬ
。

草
堂
に
は
人
無
く
見
る
夢
は
ひ
や
や
か
に
昔
の
こ
と
を
記
す
才

と
て
な
い
が
(
ワ
)
、

と
こ
し
え
に
涜
花
渓
に
は
お
の
ず
と
春

風
吹
く
。

注
意
さ
れ
る
の
は
、
こ
こ
で
は
社
甫
が
老
人
で
あ
り
、
場
所
は
成

都
の
草
堂
で
あ
っ
て
、
社
甫
は
ロ
パ
に
乗
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

も
う
一
首
、
明
代
前
期
の
哲
撃
者
と
し
て
知
ら
れ
る
陳
献
章
の

「
杜
甫
遊
春
」
を
見
て
み
よ
う
。

碧
柳
黄
鶴
三
月
書
一
、
江
湖
風
雨
高
篇
詩
。

花
前
濁
酒
不
得
酔
、
櫨
背
春
風
空
白
吹
。

碧
の
柳
に
ウ
グ
イ
ス
さ
え
ず
る
三
月
の
童
、
人
の
世
の
風
雨
よ

り
生
ま
れ
る
再
審
の
詩
。

花
の
前
の
濁
り
酒
に
て
酔
う
こ
と
も
な
ら
ず
、

ロ
パ
の
背
に
揺

ら
れ
れ
ば
春
風
空
し
く
吹
く
ば
か
り
。

場
所
は
わ
か
ら
な
い
が
、

や
は
り
ロ
パ
に
乗
っ
て
い
る
。
王
九
思

の
戯
曲
で
も
杜
甫
は
「
憲
櫨
」
に
乗
っ
て
い
た
。
ど
う
や
ら
「
杜
甫

選
春
」
に
は
ロ
パ
が
付
き
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
社
甫

の
詩
に
は
あ
ま
り
ロ
パ
は
登
場
し
な
い
。

社
甫
の
詩
に
お
い
て
「
櫨
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
わ
ず
か
五

例
、
う
ち
二
首
で
は
ロ
パ
に
釆
る
の
は
他
人
で
あ
り
、
残
り
一
一
一
首
も
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「
信
側
行
」

で
は
通
勤
用
に
借
り
よ
う
と
し
て
乗
ら
ず
じ
ま
い
、

「
奉
贈
章
左
丞
丈
二
十
二
韻
」
で
は
「
騎
櫨
三
十
載
、
援
食
京
華
春

(
三
十
年
間
ロ
バ
に
乗
っ
て
、
都
の
春
で
放
暮
ら
し
)
」
と
、
低
い
身
分

の
象
徴
で
あ
り
、
「
示
従
孫
済
」

で
は
「
平
明
跨
櫨
出
、
未
知
適
誰

門
(
夜
明
け
に
ロ
パ
に
乗
っ
て
出
か
け
る
が

い
っ
た
い
誰
を
訪
ね
る
の
や

ら
)
」
と
唯
一
賓
際
に
ロ
パ
に
乗
っ
て
は
い
る
が
、
こ
れ
も
「
遊
春
」

と
は
ほ
ど
遠
い
。

つ
ま
り
、
杜
甫
の
詩
に
は
ロ
パ
に
乗
っ
て
の
「
遊

春
」
と
い
う
状
況
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
ど

こ
か
ら
来
た
の
で
あ
ろ
う
か
。



」
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
が
、
元
の
陸
景
龍
の
「
社
甫
遊
春
」
で
あ

る

杜
陵
野
客
興
粛
騒
、
策
憲
行
春
栄
更
鵠
。

楊
柳
爆
風
散
醇
帽
、
杏
花
微
雨
摂
吟
袖
。

推
敵
謹
説
衝
京
兆
、
清
紹
徒
憐
過
濁
橋
。

直
許
文
章
光
高
丈
、
諦
仙
普
慣
雨
相
高
。

社
陵
の
野
客
は
詩
興
に
か
ら
れ
、

ロ
パ
に
鞭
し
て
春
を
探
れ
ば

楽
し
み
は
い
よ
い
よ
豊
か
。

柳
に
暖
か
い
風
吹
け
ば
酔
っ
た
帽
子
は
斜
め
、
杏
の
花
に
こ
ぬ

か
雨
降
り
詩
人
の
上
着
は
し
っ
と
り
。

詩
作
に
ふ
け
れ
ば
京
兆
す
に
ぶ
つ
か
る
な
ど
知
っ
た
こ
と
か
、

す
ば
ら
し
い
景
色
も
詩
に
な
ら
ぬ
ま
ま
溺
橋
を
過
ぎ
る
。

「
文
章
は
光
焔
一
寓
丈
」
と
讃
え
て
は
も
ら
っ
た
が
、
李
諦
仙

の
評
判
も
も
ろ
と
も
に
高
い
も
の
。

や
は
り
ロ
パ
に
乗
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
行
き
先
と
し
て
溺
橋
が
あ

げ
ら
れ
て
い
る
黙
が
注
目
さ
れ
る
。

古
来
溺
橋
は
送
別
の
地
で
あ
り
、
詩
の
題
材
と
な
っ
た
例
に
は
事

飲
か
な
い
。
し
か
し
、
社
甫
の
詩
に
は
「
漏
橋
」
と
い
う
語
は
一
度

「
杜
甫
遜
春
」
の
系
譜
(
小
松
)

も
登
場
せ
ず
、

わ
ず
か
に
「
懐
溺
上
選
」
に
お
い
て
、
「
憶
望
東
陵

遁
、
平
生
漏
上
選
」
と
濁
水
の
ほ
と
り
に
遊
ん
だ
こ
と
が
追
憶
さ
れ

る
の
み
で
あ
る
。
な
ぜ
ロ
パ
と
あ
わ
せ
て
溺
橋
が
現
れ
る
の
か
。

首
だ
け
な
ら
た
ま
た
ま
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
北
宋
の
徐
積
の

で
も
、
「
溺
橋
逢
社
甫
、
老
涙
更
浩
然
(
溝
橋

「
柳
紫
二
首
之
こ

に
て
社
甫
に
曾
え
ば
、
老
い
の
涙
は
い
よ
い
よ
し
と
ど
)
」
と
、

や
は
り

社
甫
と
濁
橋
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
な
ぜ
で

あ
ろ
う
か
。

こ
の
貼
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
は
、
ま
ず
「
社
甫
遊
春
」
と
題
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す
る
詩
が
何
の
た
め
に
作
ら
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
な

v、
。

さ
き
に
見
た
「
社
甫
遊
春
」
詩
は
、
七
言
絶
句
二
首
と
七
言
律
詩

一
首
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
基
本
的
に
短
い
詩
形
で
あ
る
こ
と
に
な

る
。
特
に
絶
句
は
、
何
か
に
書
き
付
け
る
た
め
に
作
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
。そ

し
て
、
さ
き
に
あ
げ
た
も
の
以
外
の
「
杜
甫
遊
春
」
と
題
す
る

詩
の
多
く
は
題
書
一
詩
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
元
の
李
祁
の
「
題
杜
甫

遊
春
圃
」
(
『
雲
楊
集
』
巻
二
)

0
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草
屋
容
赦
枕
、
茅
亭
可
振
衣
。

如
何
櫨
背
客
、
日
曇
向
忘
蹄
。

あ
ば
ら
や
と
て
枕
を
そ
ば
だ
て
る
絵
地
は
あ
り
、
粗
末
な
亭
で

も
衣
を
振
る
こ
と
は
で
き
る
。

な
の
に
な
ぜ
ロ
パ
の
背
に
乗
る
人
は
、
日
が
暮
れ
て
も
蹄
る
の

を
忘
れ
て
い
る
の
か
。

こ
こ
で
も
ロ
パ
が
登
場
す
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

判
己
主
寸

に
引
い
た
陳
献
章
の
詩
も
、
清
代
に
編
纂
さ
れ
た

「
御
定
歴
代
題
童
旦

詩
類
」
巻
四
十
で
は
「
杜
甫
遊
春
園
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
「
社
甫
遊
春
」
は
書
一
題
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
類

似
し
た
書
一
題
と
し
て
は
「
老
社
醇
時
国
」
が
あ
り
、
金
の
李
俊
民
の

「
老
社
醇
蹄
園
二
首
」

「
尋
常
行
慮
酒
債
、
毎
日
江
頭
醇
蹄

は

(
行
く
先
々
に
酒
の
借
金
、
毎
日
江
の
ほ
と
り
に
酔
い
し
れ
る
)
」
と
「
曲

江
二
首
」
の
第
二
首
を
踏
ま
え
た
句
に
始
ま
る
が
、
第
二
首
に
「
莫

傍
鄭
公
門
去
(
巌
武
様
の
屋
敷
に
は
行
き
た
も
う
な
こ
と
「
鄭
公
」

ま
り
最
武
の
名
が
見
え
る
貼
か
ら
考
え
て
、
舞
蓋
は
成
都
と
思
わ
れ

る
。
こ
こ
で
も
第
二
首
第
二
句
に
「
塞
艦
醇
裏
風
光
(
よ
れ
よ
れ
の

ロ
パ
に
乗
っ
て
酔
眼
に
映
る
景
色
)
」
と
ロ
パ
が
見
え
る
。
黄
庭
堅
に

「
老
杜
涜
花
諮
園
引
」
と
い
う
作
品
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
「
御
定
歴

代
題
童
詩
類
』
巻
四
十
で
は
「
社
子
美
涜
花
醇
蹄
園
」
と
題
さ
れ
て

お
り
、
李
俊
民
が
う
た
っ
て
い
る
も
の
と
同
一
の
重
題
で
あ
る
可
能

性
が
高
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
北
宋
や
金
に
お
い
て
は
、

成
都
の
涜
花
渓
で
酔
っ
た
杜
甫
を
描
い
た
給
が
存
在
し
た
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
、
黄
庭
堅
の
詩
に
は
「
曲
江
二
首
」
と
関
係
す
る
語
が

な
く
「
棄
櫨
」
は
見
え
る
の
に
針
し
、
李
俊
民
の
詩
は
成
都
を
う
た

い
な
が
ら
ほ
と
ん
ど
「
曲
江
二
首
」
に
基
づ
い
た
詩
句
に
よ
り
構
成

さ
れ
、

一
方
で
や
は
り
「
塞
櫨
」
と
い
う
語
も
認
め
ら
れ
る
。
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南
宋
の
来
梓
以
降
、
「
酔
蹄
固
」
は
次
第
に
姿
を
消
し
て
「
社
甫

選
春
」
に
饗
化
し
た
よ
う
で
あ
る
。
無
論
こ
の
交
代
は
一
気
に
進
行

し
た
わ
け
で
は
な
く
、
一
冗
の
超
孟
煩
に
「
社
陵
泣
花
園
」
、
同
じ
く

元
の
程
担
夫
に
「
少
陵
春
遊
園
」
と
い
う
作
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
こ
と

か
ら
わ
か
る
よ
う
に
(
と
も
に
「
臆
」
と
い
う
語
を
含
む
)
、
あ
る
程
度

てコ

並
存
す
る
時
期
を
経
た
後
、
次
第
に
「
杜
甫
遊
春
」

へ
と
移
行
し
て

い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
朕
況
を
反
映
す
る
の
が
金
・
元
の

演
劇
資
料
に
見
え
る
「
社
甫
遊
春
」
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
遊

春
の
場
と
し
て
は
、
従
来
通
り
の
「
涜
花
渓
」
が
あ
る
一
方
で
、
な



ぜ
か
由
江
池
と
と
も
に
濁
橋
が
浮
上
す
る
。

一
方
で
杜
甫
の
乗
り
物

で
あ
る
「
櫨
」
は
受
け
継
が
れ
る
。

お
そ
ら
く
、
涜
花
渓
を
舞
蓋
と
し
た
杜
甫
の
遊
春
が
次
第
に
長
安

へ
と
舞
蓋
を
移
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
由
は
、
南

宋
と
金
の
二
作
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
由
江
二
首
」
を
踏
ま
え
る

」
と
が
多
く
な
っ
た
貼
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
金
・
南
宋
の
過
渡
期
を

経
て
、
元
に
入
る
と
、
「
社
甫
遊
春
」
は
童
旦
題
と
し
て
定
着
す
る
と

と
も
に
、
妻
能
の
世
界
で
も
よ
く
知
ら
れ
る
題
材
に
な
っ
て
い
た
。

そ
し
て
、
「
曲
江
二
首
」
の
影
響
で
、
最
終
的
に
は
舞
墓
は
曲
江
池

に
固
定
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
「
杜
甫
遊
春
」
に
付

き
も
の
の
詩
と
し
て
「
曲
江
二
首
」
が
塞
能
の
世
界
で
虞
く
知
ら
れ

た
結
果
、
元
曲
に
お
い
て
も
こ
の
詩
が
多
く
踏
ま
え
ら
れ
る
に
至
つ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
「
櫨
」
と
「
濁
橋
」
は
な
ぜ
出
現
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
来
社
甫
の
詩
と
は
あ
ま
り
関
わ
り
の
な
い
こ
の
二
つ
の
要
素
が
頻

出
す
る
こ
と
に
は
理
由
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
「
社
甫
遊

春
」
が
な
ぜ
書
一
題
と
な
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
か

も
し
れ
な
い
。

「
杜
甫
遜
春
」
の
系
譜
(
小
松
)

明
初
の
隠
士
で
、
楊
士
奇
ら
の
師
に
あ
た
る
梁
蘭
に
「
題
書
一
四

首
」
と
い
う
詩
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
一
首
が
や
は
り
「
社
甫
遊
春
」

で
あ
る
。載

酒
命
童
子
、
駕
言
遁
橋
西
。

東
風
倹
而
来
、
漏
林
鴛
乱
暗
。

選
幽
果
何
所
、
無
乃
黄
家
践
。

酒
を
持
っ
て
童
子
に
命
じ
、
車
に
乗
っ
て
橋
の
西
に
行
く
。

東
風
が
に
わ
か
に
吹
き
付
け
、
林
に
満
ち
る
ウ
グ
イ
ス
は
て
ん

で
に
鳴
く
。

ど
こ
に
静
か
な
場
所
を
求
め
よ
う
か
、
責
さ
ん
の
庖
の
小
道
。

「
駕
言
」
は
慌
に
「
車
に
乗
る
」
と
語
し
た
が
、
正
確
に
何
に
乗

る
か
は
定
か
で
は
な
い
。
た
だ
、
「
櫨
」
が
現
れ
な
い
こ
と
は
注
意

さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
「
橋
西
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
も
ど
の
橋
か
は
わ

か
ら
な
い
。

賓
は
、
題
名
に
あ
る
通
り
、
こ
の
詩
は
四
首
連
作
な
の
で
あ
る
。

他
の
三
首
は
「
義
之
好
鵡
」
「
淵
明
白
町
田
」
、
そ
し
て
次
に
引
く
「
孟

浩
然
溺
橋
詩
思
」
で
あ
る
。

飛
雪
大
如
席
、
北
風
天
際
来
。
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林
霊
不
可
耕
、
柴
刑
殊
未
開
。

先
生
一
短
褐
、
清
興
何
奇
哉
。

む
し
ろ
の
よ
う
な
大
粒
の
雪
、
北
風
は
地
の
果
て
か
ら
来
る
。

林
も
谷
も
見
分
け
は
付
か
ず
、
雑
草
を
押
し
分
け
る
こ
と
も
ま

こ
と
に
な
り
か
ね
る
。

先
生
は
短
い
上
着
ば
か
り
で
、
何
と
も
奇
特
な
御
風
流
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
溺
橋
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
杜
甫
で
は

な
く
孟
浩
然
な
の
で
あ
る
。
「
社
甫
遊
春
」
に
橋
の
名
が
見
え
な

か
っ
た
も
の
も
道
理
で
あ
ろ
う
。
「
社
甫
遊
春
」
の
舞
蓋
は
、
詩
の

中
に
「
苦
(
家
」
、

つ
ま
り
「
江
畔
濁
歩
尋
花
七
絶
句
」

の
第
六
首
に

見
え
る
黄
四
娘
の
庖
の
名
が
見
え
る
(
無
論
こ
れ
も
ま
た
竹
林
七
賢
の

故
事
で
有
名
な
黄
公
櫨
を
踏
ま
え
て
い
よ
う
)
貼
か
ら
考
え
て
成
都
と
思

わ
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
濁
橋
の
影
響
で
橋
が
出
て
き
て
、
名
無
し
の

ま
ま
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
濁
橋
に
赴
く
の
は
孟
浩
然
で
あ
っ
て
社
甫
で

は
な
い
。
賓
は
、

ロ
パ
に
乗
っ
て
溺
橋
に
赴
く
と
い
う
の
は
、
元
明

期
に
お
い
て
は
孟
浩
然
の
故
事
と
し
て
麿
く
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
『
録
鬼
簿
』
に
よ
れ
ば
、
元
曲
の
大
家
馬
致
遠
に
は
「
風
雪
騎

櫨
孟
浩
然
」
と
い
う
雑
劇
が
存
在
し
た
。
こ
れ
以
外
に
も
馬
致
遠
に

は
「
凍
吟
詩
踏
雪
尋
梅
」
と
い
う
雑
劇
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
あ

る
い
は
同
一
の
題
材
で
二
つ
の
雑
劇
を
書
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
ら
の
雑
劇
の
内
容
は
、
今
と
な
っ
て
は
知
る
す
べ
も
な
い
が
、

明
の
周
憲
王
朱
有
散
に
「
孟
浩
然
踏
零
尋
梅
」
が
あ
り
、
朱
有
敬
白

身
が
刊
行
し
た
周
藩
原
刻
本
と
古
名
家
本
と
い
う
こ
つ
の
テ
キ
ス
ト

を
残
し
て
い
る
。
雨
テ
キ
ス
ト
の
繁
簡
の
差
は
大
き
い
が
、

ス
ト

リ
ー
は
お
お
む
ね
同
じ
で
あ
る
。
第
一
折
で
は
李
白
・
買
島
・
羅
隠

(
後
の
二
人
は
道
化
と
し
て
、
時
代
を
無
楓
し
て
登
場
す
る
)
と
と
も
に
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孟
浩
然
が
酒
を
飲
む
こ
と
、
第
二
折
で
は
孟
・
買
・
羅
が
梅
を
尋
ね

る
拘
束
を
す
る
も
の
の
、
雪
が
深
い
の
で
買
と
羅
は
時
り
、
孟
浩
然

が
一
人
で
梅
を
め
で
に
赴
く
こ
と
、
第
三
折
で
は
孟
浩
然
が
白
宅
に

植
え
た
梅
を
四
人
で
詩
に
詠
む
こ
と
、
第
四
折
で
は
李
白
の
推
薦
に

よ
り
孟
浩
然
が
翰
林
随
一
干
士
の
職
を
授
け
ら
れ
る
こ
と
を
演
じ
る
。
馬

致
遠
の
雑
劇
も
同
工
の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
王
九
思
の
「
杜
甫
遊
春
」
と
似
通
っ
た
内
容
で
あ
っ
た
こ

と
に
な
る
。

ま
た
元
雑
劇
の
曲
辞
に
も
、
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
例
は
多
い
。



一
例
と
し
て
「
看
銭
奴
」
(
元
刊
本
)
第
二
折
の
【
法
繍
球
】
を
あ
げ

ょ、っ。

似
這
雪
韓
退
之
馬
鞍
心
冷
忽
雷
、
孟
浩
然
櫨
背
上
凍
下
来
。

刻
渓
中
禁
固
了
子
猷
訪
戴
。

」
の
雪
に
て
は
、
韓
退
之
も
鞍
の
上
に
て
寒
さ
に
た
ま
ら
ず

孟
浩
然
も
ロ
パ
の
背
か
ら
凍
え
て
落
ち
、
剣
渓
に
て
は
戴
安
遁

訪
ね
た
王
子
猷
も
歎
っ
て
闘
っ
て
こ
よ
う
。

元
曲
に
多
く
見
ら
れ
る
パ
ロ
デ
ィ
の
事
例
で
あ
る
が
、
パ
ロ
デ
ィ
は

原
話
が
贋
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
こ
こ
で
は
溺
橋

は
出
な
い
が
、
同
じ
く
元
刊
本
の
「
遇
上
皇
」
第
二
折
【
梁
州
】
に

は

「
偲
若
韓
退
之
藍
閥
外
不
遷
駿
馬
、
孟
浩
然
溺
陵
橋
也
不
肯
騎

櫨
」
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
パ
タ
ー
ン
の
例
が
あ
り

「
濁
橋
」

「
櫨
」
が
あ
わ
せ
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
孟
浩
然
が
雪
を
目
し
て
溺
橋
に
梅

見
に
出
か
け
た
こ
と
は
、
一
冗
明
期
で
は
常
識
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
そ
の
早
い
事
例
と
し
て
は
、
晩
唐
の
唐
彦
諌
の

「
憶
孟
浩

伏
ど
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

郊
外
渡
競
西
復
束
、
雪
晴
櫨
背
興
無
窮
。

「
杜
甫
遜
春
」
の
系
譜
(
小
松
)

句
捜
明
月
梨
花
内
、
趣
入
春
風
柳
索
中
。

冷
え
切
っ
た
郊
外
を
西
に
東
に
、
雪
晴
れ
て
ロ
パ
の
背
に
乗

れ
ば
詩
興
は
果
て
し
な
い
。

明
月
梨
花
に
句
を
求
め
、
春
風
柳
紫
の
中
に
興
趣
は
あ
り
。

こ
こ
で
は
濁
橋
や
梅
は
出
な
い
も
の
の
、
雪
の
中
を
ロ
パ
に
乗
っ
て

景
色
を
楽
し
む
孟
浩
然
が
描
か
れ
て
い
る
。
た
だ
、
績
く
句
が
春
の

景
物
を
う
た
う
貼
か
ら
す
る
と
、
特
に
孟
浩
然
が
冬
と
結
び
つ
け
ら

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
南
宋
に
な
る
と
状
況
が
饗
わ
っ
て
く
る
。
南
宋
初
期
の
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人
王
庭
珪
の
「
贈
寓
員
徐
詩
」
に
は
、
書
一
家
徐
龍
の
技
術
を
讃
え
て

「
曾
貌
詩
人
孟
浩
然
、
便
畳
溺
橋
風
雪
起
(
詩
人
孟
浩
然
の
容
貌
を
描

と

い
た
こ
と
も
あ
る
が
、
た
ち
ま
ち
溝
橋
の
風
雪
が
起
こ
る
の
を
感
じ
た
も
の

だ
こ
と
い
う
。
こ
れ
は
、
孟
浩
然
が
雪
の
中
、
溺
橋
に
赴
い
た
故

事
が
周
知
の
書
一
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。

更
に
劉
克
荘
に
は
「
孟
浩
然
騎
櫨
園
」
と
、
は
っ
き
り
こ
の
題
の
も

と
に
描
か
れ
た
書
一
に
書
き
付
け
た
題
書
一
詩
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
濁

橋
風
味
向
如
員
(
溺
橋
の
風
情
は
や
は
り
本
物
の
よ
う
)
」
と
い
う
舞
蓋

が
漏
橋
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
句
が
見
え
る
。
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そ
れ
以
降
、
元
明
の
聞
に
は
孟
浩
然
・
漏
橋
・
櫨
・
雪
・
梅
を
組

み
合
わ
せ
た
詩
が
多
数
詠
ま
れ
て
い
る
。
元
代
に
は
王
維
の
描
い
た

子
且
浩
然
像
と
稽
す
る
も
の
存
在
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
元
末
明
初
の

人
梁
寅
の
「
題
王
維
所
書
一
孟
浩
然
像
」
に

漏
川
風
急
天
正
寒
、
溺
橋
雲
黄
一
当
初
下
。

差
瞳
行
行
欲
何
之
、
妙
句
直
欲
追
大
雅
。

潟
水
に
風
激
し
く
宜
供
さ
厳
し
く
、
漏
橋
に
雲
は
黄
色
く
雪
が

降
り
始
め
た
と
こ
ろ
。

よ
ろ
よ
ろ
の
ロ
パ
で
ど
こ
に
行
こ
う
と
い
う
の
か
、
大
雅
を

継
ぐ
妙
句
ゆ
え
。

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
た
の
も
こ
の
場

面
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

と
こ
ろ
が
、
孟
浩
然
の
詩
集
に
は
「
櫨
」
「
濁
橋
」
と
い
う
語
は

一
度
も
見
え
ず
、
雪
と
梅
に
つ
い
て
の
言
及
も
、
「
陪
挑
使
君
題
恵

上
人
房
」
に
「
帯
主
梅
初
暖
(
雪
を
か
ぶ
り
つ
つ
梅
は
暖
か
く
な
っ
た

と
こ
ろ
)
」
、
「
剤
門
上
張
丞
相
」
に
「
俄
看
雪
間
梅
(
不
怠
に
雪
の
中

の
梅
が
目
に
入
る
こ
と
い
っ
た
表
現
が
見
ら
れ
る
程
度
で
、
特
に
わ

ざ
わ
ざ
書
中
に
梅
を
尋
ね
る
こ
と
が
見
え
る
わ
け
で
も
な
い
。

で
は
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

四

前
節
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
社
甫
と
孟
浩
然
に
つ
い
て
、
槍
書
一

の
世
界
に
お
い
て
ロ
パ
に
乗
っ
た
詩
人
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ

れ

一
般
に
も
買
が
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
二
人
の
場

合
は
童
題
と
な
っ
た
た
め
に
固
定
的
な
結
び
つ
き
が
生
じ
た
よ
う
で

あ
る
が
、
他
に
も
詩
人
と
ロ
パ
を
結
び
つ
け
た
例
は
多
い
。
そ
の
最

も
よ
く
知
ら
れ
た
例
は
、
「
此
身
合
是
詩
人
未
、
細
雨
騎
櫨
入
剣
門
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(
こ
の
身
は
詩
人
と
な
る
定
め
な
の
か
、
こ
ぬ
か
雨
の
中
ロ
パ
に
乗
っ
て
剣

門
に
入
る
)
」
と
う
た
っ
た
陸
准
「
剣
門
道
中
遇
微
雨
」
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
詩
人
と
ロ
パ
が
結
び
つ
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
孫
光
憲
(
五
代
か
ら
北
宋
に
か
け
て
の

人
)
の
『
北
夢
理
-
一
口
」
巻
七
に
見
え
る
「
鄭
緊
相
詩
」
で
あ
る
。

或
目
、
相
園
近
有
新
詩
否
。
封
目
、
詩
思
在
溺
橋
風
雪
中
櫨

背
上
。
此
庭
何
以
得
之
。
蓋
言
平
生
昔
、
心
也
。

あ
る
人
が
鄭
緊
に
た
ず
ね
た
。
「
相
国
様
は
最
近
新
作
を
書

か
れ
ま
し
た
か
」
。
答
え
て
言
、
つ
に
は
、
「
詩
の
構
想
は
濁
橋
の



風
雪
の
中
、

ロ
パ
の
背
の
上
に
あ
る
も
の
だ
。
こ
こ
で
ど
う
し

て
手
に
入
ろ
う
か
」
o

普
段
の
苦
心
を
言
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
故
事
は
、
尤
表
『
全
唐
詩
話
』
巻
五
に
見
え
る
の
を
は
じ
め
、

院
閲
「
詩
話
線
範
」
の
よ
う
な
編
集
物
で
は
巻
二
十
六
・
後
集
中
在
十

-
十
一
一
と
一
一
一
回
に
わ
た
っ
て
見
え
る
な
ど
、
多
く
の
詩
話
に
引
用

さ
れ
て
い
る
酷
か
ら
考
え
て
、
非
常
に
有
名
な
も
の
だ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
お
そ
ら
く
は
こ
の
影
響
を
受
け
て
、
詩
人
と
ロ
パ
・
溺
橋

風
雲
が
結
び
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
姿
は
、
「
詩

人
」
と
い
う
も
の
の
一
つ
の
典
型
像
と
し
て
定
着
し
て
い
く
。
北
宋

期
に
お
い
て
黄
庭
堅
の
「
奉
和
慎
思
寺
丞
太
康
惇
舎
相
逢
井
寄
扶
溝

程
太
丞
尉
氏
孫
著
作
二
十
韻
」
に
「
不
似
漏
橋
風
雪
中
、
宇
田
円
騎
櫨

得
佳
匂
(
叩
棚
橋
の
風
雲
の
中
で
、
袖
無
し
を
着
て
騒
馬
に
乗
り
よ
い
句
を

思
い
つ
く
の
と
は
大
遣
い
こ
と
い
う
例
が
あ
る
。
そ
し
て
、

お
そ
ら

く
誰
も
が
知
る
詩
人
と
し
て
、

し
か
も
凍
え
つ
つ
ロ
パ
に
乗
る
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
に
李
白
な
ど
よ
り
も
ふ
さ
わ
し
い
人
物
と
し
て
杜
甫
が

浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
き
に
見
た
よ
う
に
、
徐
積

の
「
柳
紫
二
首
之
こ
に
「
漏
橋
逢
杜
甫
、
老
涙
更
潜
伏
…
」
と
い
う

句
が
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
溝
橋
の
詩
人
は
社
甫
を
イ
メ
ー
ジ
さ
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小
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れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

南
宋
に
お
い
て
は
呂
本
中
の
「
次
察
楠
韻
」
の
「
察
侯
念
我
有
新

句
、
猫
似
溺
橋
風
雪
中
(
察
ど
の
は
私
に
新
し
い
句
が
あ
り
、
さ
な
が
ら

溺
橋
風
雪
の
中
の
如
き
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
れ
た
)
」
以
下
例
は
多
く
、

特
に
陸
瀧
は
こ
の
故
事
を
踏
ま
え
た
詩
を
四
首
も
作
っ
て
い
る
。
さ

き
に
引
い
た
「
剣
門
這
中
遇
微
雨
」
も
お
そ
ら
く
こ
の
故
事
を
踏
ま

え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
の
う
ち
三
首
は
、
「
作
夢
」
に

「
結
茅
杜
曲
桑
廊
地
、
覚
句
溺
橋
風
雪
天
(
社
曲
の
桑
廊
畑
に
庵
を
結

び
、
濁
橋
の
風
雪
の
天
に
匂
を
求
め
る
)
」
と
い
う
よ
う
に
、
す
べ
て
社
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甫
の
「
由
江
三
章
(
さ
き
に
見
た
曲
江
二
首
と
は
異
な
る
と
に
見
え
る

「
杜
曲
幸
有
桑
麻
田
(
社
曲
に
は
幸
い
桑
麻
の
畑
が
あ
る
こ
を
踏
ま
え

た
句
と
封
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
や
は
り
「
溺
橋
風
雪
」
の
中

で
ロ
パ
に
乗
る
詩
人
は
社
甫
と
結
び
つ
く
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
同
時
に
給
量
と
結
び
つ
い
て
い
た
。

南
宋
の
員
興
宗
に
「
題
溺
橋
圃
」
と
題
す
る
詩
が
あ
る
こ
と
は
そ
の

誼
左
と
い
え
よ
う
。
そ
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

百
篇
醇
倒
長
安
市
、
古
今
只
数
騎
鯨
李
。
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何
事
騎
櫨
踏
玉
沙
、
詩
史
一
寒
乃
如
此
。

百
篇
の
詩
を
詠
ん
で
長
安
の
市
に
て
酔
い
つ
ぶ
れ
る
と
い
え

ば
、
古
今
で
鯨
に
乗
る
李
白
の
み
。

ど
う
し
て
ロ
パ
に
乗
っ
て
玉
の
砂
の
如
き
雪
を
踏
み
、
老
詩

人
は
か
く
も
寒
げ
な
の
か
。

社
甫
の
「
酔
中
八
仙
歌
」
を
引
い
て
は
い
る
が
、

ロ
パ
に
乗
る
詩
人

が
誰
か
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
楊
高
里
の
「
詩
人
王
季
廉
挽
詩
」

で
は
、
「
錦
里
鷲
花
絵
故
宅
、
溺
橋
風
雪
入
新
固
(
成
都
の
鴛
と
花
の

も
と
奮
宅
は
残
り
、
濡
橋
の
風
雲
は
新
し
い
書
一
に
入
る
)
」
と
、
亡
く

な
っ
た
王
孝
廉
を
社
甫
に
な
ぞ
ら
え
た
句
と
封
に
な
っ
て
お
り
、
も

し
か
す
る
と
楊
高
里
は
濁
橋
を
杜
甫
と
関
連
づ
け
て
と
ら
え
て
い
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

つ
ま
り
、
南
宋
前
期
ま
で
は
漏
橋
と
孟
浩
然
の

結
び
つ
き
は
必
ず
し
も
固
定
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
前
述
の
よ
う
に
、

一
方
で
は
王
庭
珪
が
孟
浩
然
と
溺
橋

を
結
び
つ
け
た
詩
を
詠
ん
で
お
り
、
後
期
に
入
っ
て
劉
克
荘
以
降
、

溺
橋
と
孟
浩
然
の
闘
係
が
固
定
す
る
。
北
方
の
金
で
も
、
李
純
甫
の

「
溺
陵
風
雪
」
な
ど
、

や
は
り
後
期
に
な
っ
て
か
ら
雨
者
を
結
び
つ

け
る
作
品
が
現
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
元
代
に
溺
橋
に
お
け
る
「
踏
雪

尋
梅
」
が
孟
浩
然
の
故
事
と
し
て
定
着
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
南
宋

と
金
の
動
き
を
受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
雪
と
溺
橋
が
孟
浩
然
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、

社
甫
と
濁
橋
の
結
び
つ
き
は
消
え
て
い
く
。
た
だ
、

ロ
パ
に
乗
る
詩

人
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
残
り
、

お
そ
ら
く
昔
時
人
口
に
槍
哀
し
て
い

た
「
曲
江
二
首
」

の
影
響
を
受
け
て
、
季
節
は
春
と
な
り
、
「
社
甫

遊
春
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
生
じ
、
主
題
・
妻
能
の
テ
1
マ
と
し
て
定
着

す
る
。
こ
れ
は
、
来
梓
の
詩
や
「
鞍
耕
銀
』

の
記
述
か
ら
考
え
て
、

金
・
南
宋
か
ら
一
冗
に
か
け
て
護
生
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
成
都
の
涜
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花
渓
と
長
安
の
由
江
池
の
聞
を
揺
れ
て
い
た
場
所
も
、

や
は
り
「
曲

江
二
首
」
に
従
っ
て
曲
江
池
に
固
定
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

五

以
上
の
よ
う
に
、
元
代
以
降
に
お
け
る
高
級
知
識
人
以
外
の
人
々

が
抱
く
杜
甫
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
春
の
曲
江
池
に
遊
ぶ
ロ
パ
に
乗
っ
た

詩
人
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
鄭
緊
の
言
葉
に
端
を
護
し
、

孟
浩
然
と
の
分
化
を
経
て
、
そ
れ
ぞ
れ
童
題
、
更
に
は
演
劇
・
雲
能

の
テ
l
マ
と
し
て
定
着
し
、
覗
質
的
に
一
般
の
人
々
に
影
響
を
及
ぼ



し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
、
つ
し
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
を
通

じ
て
、
社
甫
と
孟
浩
然
の
イ
メ
ー
ジ
は
麿
が
っ
て
い
っ
た
。

そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
社
甫
の
作
品
の
受
容
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及

ぼ
し
た
か
、
ま
た
な
ぜ
雪
中
尋
梅
の
詩
人
が
孟
浩
然
に
な
っ
た
の
か

な
ど
、
こ
こ
か
ら
祇
生
す
る
問
題
は
多
い
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
今

後
の
課
題
と
し
た
い
。

+エ①
李
白
が
神
と
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
小
松
謙
『
中
岡
古
典
演
劇

研
究
』
(
汲
山
書
院
二

0
0
二
I
の
第
一
章
「
元
刊
本
考
|
|
祭
紀

的
演
日
を
中
心
に
|
|
」
参
照
。

②
一
紳
に
記
ら
れ
た
も
の
が
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
履
歴
を
輿
え
ら
れ
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、
①
前
掲
書
皿
の
第
二
章
「
塞
能
に
共
通
す
る
要
素

|
|
祭
記
と
い
う
側
面
か
ら
|
|
」
参
照
。

③
赤
松
紀
彦
他
『
元
刊
雑
劇
の
研
究
(
二
)
庇
夜
郎
・
介
子
推
』
(
汲

古
書
院
二

O
二
。
「
匹
以
夜
郎
」
の
解
説
及
び
誇
注
は
小
松
執
筆
)

0

④
散
齢
集
の
牧
録
朕
況
は
、
土
屋
育
子
「
散
齢
集
収
録
篇
目
」
(
『
佐
賀

大
挙
文
化
教
育
也
宇
部
研
究
論
文
集
』
第
十
六
集
第
二
競
〔
二

O
一一一年

一
月
〕
)
に
よ
る
。

233 

「
杜
甫
遜
春
」
の
系
譜
(
小
松
)


