
杜
甫
の
秦
州
詩

南

一

郎

泉
尽
博
古
館

社
甫
の
詩
作
内
容
が
、
安
史
の
乱
を
境
に
し
て
大
き
く
間
変
化
し
た

こ
と
は
、
誰
も
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
前
の
、
若
い

時
代
の
江
南
や
山
東
へ
の
長
期
の
族
行
の
徐
韻
を
留
め
つ
つ
も
、

や
こ
長
安
・
洛
陽
で
の
交
遊
を
基
礎
に
し
て
成
り
立
っ
た
社
甫
の
前

期
詩
作
品
に
は
、
積
極
的
に
枇
舎
と
あ
い
渉
ろ
う
と
す
る
強
い
意
欲

を
反
映
し
て
、
か
れ
濁
自
の
作
品
世
界
が
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
世
界
は
、
表
現
の
洗
練
よ
り
も
意
欲
の
表
明
が
先
行
す
る
こ
と

が
多
く
、
昔
時
の
人
々
に
と
っ
て
、

い
さ
さ
か
取
っ
付
き
が
悪
い
も

の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
前
期
作
品
群
は
、
杜
甫
が
詩

に
か
け
る
抱
負
が
正
面
か
ら
反
映
さ
れ
て
、
か
れ
の
資
質
が
十
分
に

設
揮
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
と
は
封
照
的
に
、
四
川
、
三
峡
、
湖
南
な
ど
の
地
で
の
、
鈴

杜
甫
の
秦
州
詩
(
小
南
)

儀
な
く
さ
れ
た
一
種
の
難
民
生
活
の
中
で
産
み
出
さ
れ
た
詩
に
つ
い

て
は
、
絞
景
の
中
に
行
情
を
結
晶
化
さ
せ
た
作
品
に
優
れ
た
も
の
が

多
い
一
方
で
、
そ
の
↓
咽
界
は
、

み
ず
か
ら
の
境
涯
を
見
つ
め
る
こ
と

に
限
定
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
昔
時
の
政
治
や
一
吐
舎
へ
向
け
た
関
心

は
失
わ
れ
て
い
な
い
に
し
ろ
、
自
身
の
不
遇
へ
の
嘆
き
の
表
明
が
中

心
と
な
り
、
時
に
い
じ
ま
し
い
よ
う
な
言
葉
を
も
吐
い
て
い
る
。
杜

甫
の
後
期
の
詩
に
つ
い
て
は
、
後
世
、
そ
の
評
慣
が
大
き
く
分
か
れ

る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

み

こ
う
し
た
社
甫
作
品
の
、
大
き
く
性
格
が
異
な
る
、
前
後
二
つ
の
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世
界
の
聞
に
介
在
し
て
い
る
の
が
、
秦
州
に
お
け
る
詩
作
品
で
あ
り
、

そ
の
地
で
の
作
品
群
の
中
に
、
そ
れ
以
前
に
も
、
そ
れ
以
後
の
時
期

に
も
な
い
、
濁
自
の
特
質
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
秦
州

詩
に
は
、
言
わ
ば
グ
非
社
甫
α

的
な
要
素
が
表
明
さ
れ
て
お
り
、
杜

甫
の
詩
の
評
論
者
や
研
究
者
た
ち
の
評
債
は
必
ず
し
も
高
い
と
は
言

え
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
、
わ
た
し
は
、
杜
甫
の
詩
作
全
睦

を
考
え
る
中
で
、
こ
の
時
期
の
作
品
が
持
つ
重
要
さ
を
過
小
評
慣
し

で
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
秦
州
に
お
い
て
、
社
甫
が
な
に
を
考
え
、

な
に
を
試
み
た
の
か
が
、
社
甫
の
前
期
の
詩
と
後
期
の
詩
と
を
橋
渡
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し
す
る
鍵
と
な
っ
て
い
る
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
社
甫

の
秦
州
詩
が
具
え
る
濁
自
性
と
そ
の
意
味
と
に
つ
い
て
、
こ
の
小
論

に
、
い
さ
さ
か
の
私
見
を
記
し
て
み
た
い
と
思
う
。

西
征

峰
火
を
聞
い
、
心
折
れ
て

此
に
滝
留
す

近
年
、
杜
甫
の
詩
作
へ
偶
数
の
影
響
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
が
強

一②

調
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
李
白
と
の
贈
答
詩
な
ど
の
中
で
は
神
仙
修
行

へ
の
興
味
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
社
甫
の
生
涯
を
通
じ
て
の

基
本
的
な
立
場
は
、
士
大
夫
階
層
の
一
員
と
し
て
、
儒
家
的
な
債
値

観
で
も
っ
て
、
枇
合
的
な
使
命
を
果
た
す
と
い
う
生
き
方
か
ら
離
れ

る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
よ
く
引
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
「
君

③
 

を
亮
舜
の
上
に
致
し
、
再
び
風
俗
を
し
て
淳
な
ら
し
む
る
」
こ
と
を

み
ず
か
ら
の
使
命
と
し
、
そ
う
し
た
尭
・
舜
に
比
さ
れ
る
主
君
の
も

と
で
、
理
や
契
の
よ
う
な
有
能
な
臣
下
と
し
て
働
き
を
示
し
た
い
と

い
う
の
が
、
若
き
日
以
来
の
、
か
れ
の
根
源
的
な
願
い
な
の
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
望
む
よ
う
な
、
政
治
的
に
腕
を
振
る
え
る
場
を
、
社

甫
は
、
な
か
な
か
得
ら
れ
ず
、

や
っ
と
得
た
よ
う
に
見
え
た
時
に
も
、

た
ち
ま
ち
そ
れ
を
失
な
っ
て
し
ま
う
。

一
旦
は
覇
宗
皇
帝
側
近
の
職

を
得
な
が
ら
も
、
間
も
な
く
そ
の
朝
廷
を
追
わ
れ
て
、
華
州
の
司
功

参
軍
と
な
り
、
そ
の
司
功
参
軍
の
職
務
を
も
み
ず
か
ら
放
棄
し
て

首
時
、
縁
遠
の
地
と
意
識
さ
れ
て
い
た
、
臨
坂
の
か
な
た
、
秦
州
へ

と
荻
立
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

安
史
の
乱
を
境
に
し
て
、
社
甫
の
詩
を
前
期
と
後
期
と
に
匝
分
し

て
論
じ
る
議
論
が
多
い
。
し
か
し
、
詳
し
く
見
て
み
れ
ば
、
こ
の
乱

に
起
因
す
る
政
治
的
・
一
吐
曾
的
な
混
乱
が
、
直
接
に
か
れ
の
詩
に
饗

質
を
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
一
枇

舎
の
混
乱
の
中
で
、
右
往
左
往
し
な
が
ら
も
、
北
征
の
詩
や
一
一
一
吏
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三
別
な
ど
の
、
前
期
の
社
甫
の
詩
業
を
代
表
す
る
よ
う
な
作
品
が
生

み
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
安
史
の
乱
と
い
っ
た
外
的
な
候
件
で

は
な
く
、
華
州
の
司
功
参
軍
と
い
う
職
位
を
み
ず
か
ら
の
決
意
で
放

棄
し
た
、
そ
の
断
念
が
、
か
れ
の
生
き
方
の
根
本
に
も
闘
わ
る
も
の

で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
境
に
し
て
、
杜
甫
の
詩
内
容
も
大
き
く
嬰
質
し

た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

杜
甫
は
、
そ
の
遠
租
と
し
て
、
西
昔
時
期
の
武
人
で
あ
り
、
ま
た

春
秋
左
氏
停
の
代
表
的
な
注
轄
を
著
わ
し
た
筆
者
で
も
あ
る
杜
預
を



持
つ
こ
と
を
誇
り
に
し
て
い
た
。
た
だ
近
い
租
先
と
し
て
は
、
杜
審

言
と
い
う
丈
撃
者
が
い
る
に
し
ろ
、
そ
の
多
く
が
官
位
は
地
方
官
ク

ラ
ス
の
役
人
に
止
ま
っ
て
お
り
、
家
業
は
衰
え
て
い
る
と
の
慨
嘆
が

お
こ
る
こ
と
を
禁
じ
得
な
い
境
遇
に
あ
っ
た
。
杜
甫
自
身
も
、
士
人

の
一
人
と
し
て
、
長
安
の
み
や
こ
で
、
皇
族
・
官
僚
階
層
に
属
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
人
々
と
交
友
を
結
ん
で
は
い
た
が
、
平
生
の
抱
負
を
賓

現
す
る
た
め
の
政
治
的
な
地
位
に
は
手
が
と
ど
か
な
か
っ
た
。
天
賓

年
間
も
安
史
の
乱
に
近
づ
い
た
時
期
に
、
玄
宗
に
「
三
大
曜
賦
」
を

奏
上
し
、
そ
の
丈
島
ア
的
な
才
能
を
認
め
ら
れ
て
、
京
兆
府
の
兵
曹
参

軍
の
職
を
授
か
っ
た
が

み
ず
か
ら
を
稜
や
契
の
よ
う
な
臣
下
に
比

す
る
杜
甫
に
と
っ
て
は
、
腕
の
振
る
い
よ
う
が
な
い
、
名
目
的
な
官

職
に
過
ぎ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

皮
肉
な
こ
と
に
、
そ
う
し
た
杜
甫
に
素
志
を
賓
現
す
る
機
舎
を
も

た
ら
し
た
の
は
、
天
賓
十
四
年
(
七
五
五
)
の
、
安
史
の
乱
の
勃
護

で
あ
っ
た
。
同
年
十
一
月
に
、
安
称
山
は
古
陽
で
反
旗
を
ひ
る
が
え

す
と
、
ま
た
た
く
聞
に
河
北
・
河
南
の
地
を
攻
略
し
、
翌
年
正
月
に

は
洛
陽
に
入
っ
て
、
大
燕
皇
帝
を
名
乗
っ
た
。
そ
う
し
た
危
機
的
な

情
勢
の
中
で
、
玄
宗
李
隆
基
は
、
長
安
を
棄
て
て
萄
へ
奔
り
、
天
賓

杜
甫
の
秦
州
詩
(
小
南
)

十
五
年
七
月
に
、
玄
宗
の
第
三
子
の
覇
宗
李
亨
が
、
霊
武
に
お
い
て
、

新
し
い
唐
の
皇
帝
と
し
て
即
位
を
す
る
。
年
競
も
至
徳
と
改
ま
っ
た
。

杜
甫
は
、
安
史
の
乱
が
勃
護
し
た
、
天
賓
十
四
年
の
十
一
月
に
は
、

長
安
を
離
れ
、
奉
先
牒
に
居
住
し
て
い
た
家
族
の
も
と
へ
の
族
路
に

あ
っ
た
。
そ
の
冬
の
旋
つ
い
て
は
、
白
京
赴
奉
先
牒
詠
懐
五
百
字

(
京
よ
り
奉
先
牒
に
赴
く
詠
懐
五
百
字
)
の
詩
に
詳
し
い
記
述
が
見
え

③
 

る
。
と
り
わ
け
、
詩
中
の
、
氷
塊
が
流
れ
る
潤
河
を
渡
河
す
る
場
面

の
描
寓
は
印
象
的
で
あ
る
。
こ
の
詩
が
作
ら
れ
た
と
き
、
ま
だ
杜
甫

は
、
安
椋
山
の
反
乱
に
つ
い
て
詳
し
い
消
息
が
得
ら
れ
ず
に
い
た
の
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で
あ
ろ
う
か
、
詩
句
の
中
に
こ
の
乱
に
つ
い
て
の
直
接
の
言
及
は
見

え
な
い
。
た
だ
、
よ
く
知
ら
れ
た
「
朱
門
に
酒
内
は
臭
る
も
、
路
に

凍
死
の
骨
あ
り
」
な
ど
の
句
が
あ
っ
て
、
首
時
の
祉
舎
の
矛
盾
が
す

で
に
極
貼
に
達
し
て
い
る
と
の
、
社
甫
の
強
い
危
機
感
が
表
明
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
戟
乱
の
中
で
、
家
族
を
陳
西
盆
地
の
北
部
周
遣
の
地
に
疎
開

あ
ん
ざ
い

さ
せ
た
あ
と
、
社
甫
は
、
至
徳
元
年
に
、
粛
宗
皇
帝
の
行
在
へ
馳
せ

参
じ
よ
う
と
し
て
、
潜
行
す
る
途
中
、
反
乱
軍
に
捕
え
ら
れ
る
。
捕

え
ら
れ
た
社
甫
は
、
賊
軍
占
領
下
の
長
安
に
連
れ
て
行
か
れ
る
が
、
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あ
ま
り
重
要
人
物
と
は
見
な
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
、
長
安

囚に
のお
期い
間 て
中一

r4 

に量
春!季
亡~， V) 

ず空
ど到

のの{
詩日

空崇
ユ息 三刀

さ な
れ 4
てれ
おて
りい

た
た。

とそ
えの
ば虜

「
園
破
れ
て
山
河
あ
り
、
城
春
に
し
て
草
木
深
し
」
と
歌
う
と
き
、

杜
甫
自
身
が
、
園
す
な
わ
ち
首
都
、
城
す
な
わ
ち
長
安
城
の
内
部
に

あ
っ
て
、
そ
こ
を
頑
貼
と
し
て
、
賊
軍
の
支
配
下
に
あ
る
都
市
と
そ

こ
で
の
季
節
の
巡
り
と
が
描
寓
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。

社
甫
は
、
反
乱
軍
に
囚
わ
れ
た
ま
ま
至
徳
二
年
を
迎
え
た
が
、
そ

の
四
月
、
長
安
城
を
脱
出
し
、
鳳
朔
に
あ
っ
た
霜
宗
の
行
在
に
駆
け

つ
け
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
そ
う
し
た
果
敢
な
行
動
が
評
債
を
さ
れ

て
、
左
拾
遺
と
い
う
皇
帝
側
、
近
の
官
を
授
け
ら
れ
た
。
主
君
に
釘
し

て
み
ず
か
ら
の
意
見
を
表
明
す
る
こ
と
が
可
能
な
、
社
甫
が
長
年
望

ん
で
き
た
よ
う
な
官
職
を
得
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
官
職
を
得
て

一
ヶ
月
も
経
た
な
い
、
同
年
の
五
月
に
は
、
宰
相
で
あ
っ
た
房
唱
を

辞
護
す
る
上
疏
を
し
て
、
甫
宗
の
怒
り
を
買
う
。
杜
甫
は
、
三
司
で

尋
問
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
宰
相
の
張
鏑
の
と
り
な
し
で
、

な
ん
と
か
事
な
き
を
得
た
。
し
か
し
、
こ
の
事
件
を
通
じ
て
、
か
れ

に
は
、
朝
廷
内
に
そ
の
居
場
所
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
同
年
の
閏

八
月
に
は
、
郎
州
に
い
る
家
族
を
見
舞
い
に
蹄
る
と
い
う
名
目
で
朝

廷
を
離
れ
る
こ
と
に
な
り
、
政
治
の
中
核
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。

至
徳
二
載
の
十
月
、
需
宗
は
、
賊
軍
を
追
い
出
し
て
、
長
安
に
蹄

還
す
る
。
社
甫
も
、
邸
州
か
ら
、
家
族
を
つ
れ
て
、
長
安
に
も
ど
り
、

中
央
政
府
の
一
員
と
し
て
朝
廷
に
出
仕
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
の

詩
は
、

一
方
で
初
め
て
経
験
す
る
、
皇
帝
近
遣
に
あ
っ
て
眼
に
し
た

喜
ぴ
あ
り
て
近
臣
知
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宮
廷
儀
躍
な
ど
を
描
寓
し
て
お
り
、
「
天
顔

⑦
 

る
」
(
紫
寝
殿
退
刺
口
競
)
な
ど
と
皇
帝
側
近
と
し
て
の
立
場
を
い
さ

さ
か
誇
ら
し
げ
に
述
べ
た
り
は
す
る
が
、
他
方
、
朝
合
同
が
終
わ
っ
た

あ
と
に
は
、
毎
日
の
よ
う
に
、
長
安
城
東
南
隅
の
曲
江
池
を
訪
れ
、

酒
を
飲
ん
で
い
た
。
曲
江
池
畔
に
お
け
る
、

い
さ
さ
か
自
棄
的
な
気

分
を
表
明
し
た
詩
が
い
く
つ
も
遣
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
曲
江
二

③
 

首
の
其
二
の
詩
は
、
次
の
よ
う
に
歌
う
。

朝
団
日
日
典
春
衣

朝
廷
か
ら
の
煽
り
み
ち
、
日
ご
と
に
春

の
衣
を
質
入
れ
し



毎
日
江
頭
蓋
醇
蹄

酒
債
尋
常
行
庭
有

人
生
七
十
古
来
稀

穿
花
峡
蝶
深
深
見

貼
水
婿
挺
款
款
飛

惇
語
風
光
共
流
轄

暫
時
相
賞
莫
相
違

毎
日
、
曲
江
池
の
ほ
と
り
で
、
酔
い
を

査
く
し
て
か
ら
、
家
に
も
ど
る

酒
代
の
借
金
は
行
く
先
々
で
た
ま
っ
て

は
い
る
が

[
か
ま
う
も
の
か
]

七
十
ま
で
生
き
ら
れ
る
者
な
ど
、
古
来

ほ
と
ん
ど
い
な
い
の
だ

花
々
の
聞
を
飛
ぶ
蝶
々
が
い
く
重
に
も

重
な
り
あ
っ
て
眼
に
入
り

水
に
尻
尾
を
ち
ょ
ん
ち
ょ
ん
と
着
け
つ

つ
崎
蛤
は
ゆ
る
や
か
に
飛
ぶ

風
光
を
彩
る
も
の
た
ち
ょ
、
あ
な
た
た

ち
と
一
緒
に
流
轄
し
て
ゆ
こ
う

し
ば
し
の
間
と
は
い
え
、
互
い
を
隼
重

し
あ
い
、
同
じ
心
で
い
た
い
も
の
だ

こ
の
詩
の
背
後
に
あ
る
な
げ
や
り
な
心
情
は
、
朝
廷
に
居
ど
こ
ろ

を
失
っ
た
と
い
う
喪
失
感
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

杜
甫
の
秦
州
詩
(
小
南
)

人
間
世
界
で
孤
濁
な
社
甫
が
、
自
然
の
風
物
の
中
に
、

し
ば
し
の
友

を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

結
局
、
乾
元
元
年
(
七
五
八
)
の
六
月
に
な
り
、
房
浩
を
は
じ
め
、

劉
秩
、
最
武
な
ど
、
房
唱
の
一
味
と
目
さ
れ
る
人
々
が
、
そ
ろ
っ
て

地
方
官
に
出
さ
れ
る
。
社
甫
も
、
同
じ
時
期
に
華
州
の
司
功
参
軍
に

出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
華
州
参
軍
の
職
務
に
つ
い
た
の
ち
、

ほ
ど
な
く
し
て
、
飢
謹
が
深
刻
で
、
食
料
が
得
ら
れ
な
い
と
い
う
理

由
を
付
け
て
、
杜
甫
は
そ
の
職
務
を
放
棄
し
て
し
ま
う
。
官
職
に
在

る
こ
と
を
通
し
て
自
己
の
理
想
と
す
る
と
こ
ろ
を
賓
現
し
よ
う
と
望

ん
で
き
た
社
甫
は
、
そ
の
平
生
の
願
い
を
可
能
に
す
る
た
め
の
遁
を
、
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み
ず
か
ら
閉
ざ
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

華
州
を
離
れ
た
杜
甫
は
、
家
族
を
連
れ
て
秦
州
に
む
か
う
。
秦
州

で
の
詩
作
を
代
表
す
る
、
秦
州
雑
詩
の
第
一
首
は
、
次
の
よ
う
な
句

で
結
ぼ
れ
て
い
る
。
「
西
方
へ
の
援
で
は
、
戦
乱
を
知
ら
せ
る
峰
火

が
上
が
っ
て
い
る
か
ど
う
か
が
、

い
つ
も
気
が
か
り
。
わ
が
心
は
折

⑨
 

れ
て
、
こ
の
秦
州
の
地
に
留
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
」
。
こ
の
「
心
折

れ
て
」
の
句
は
、
車
に
、
こ
れ
以
上
放
を
績
け
る
元
気
が
な
く
な
っ

て
と
い
う
意
味
に
謹
む
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
官
職
に
あ
る

こ
と
を
断
念
し
、
心
の
心
棒
が
失
わ
れ
た
よ
う
な
気
持
で
、
こ
の
遺
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境
の
地
に
自
分
は
い
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
覇
、
江
南
へ
と
放
浪

そ
れ
以
後
、
杜
甫
は
、
秦
州
か
ら
、

の
生
活
を
迭
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
放
浪
の
族
の
原
因
に
つ
い

て
、
華
州
で
退
職
を
決
意
し
た
あ
と
に
作
っ
た
で
あ
ろ
う
、
立
秋
後

⑬
 

題
(
立
秋
の
後
に
題
す
)
の
詩
に
は
、

罷
官
亦
由
人

何
事
拘
形
役

官
職
を
辞
め
た
の
も
人
と
の
関
係
ゆ
え

生
活
の
た
め
に
自
由
を
拘
束
さ
れ
る
の
な
ど

ま
っ
ぴ
ら
だ

と
い
う
。
あ
る
い
は
、
秦
州
雑
詩
第
一
首
の
冒
頭
に
も
、

満
目
悲
生
事

因
人
作
遠
遊

眼
に
す
る
の
は
人
の
世
の
悲
し
い
で
き
ご
と

ば
か
り

人
と
の
闘
係
ゆ
え
に
遠
い
放
に
出
る
こ
と
に

な
っ
た

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
白
人
」
と
「
因
人
」
と
は
、

お
そ
ら
く
同

じ
方
向
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
官
を
罷
め
た
の
も
、

遠
い
援
に
出
た
の
も

み
な
「
人
」
と
の
闘
係
に
原
因
が
あ
る
と
す

る
の
で
あ
る
。
そ
の
「
人
」
と
は
、
房
唱
の
こ
と
だ
と
す
る
注
稗
も

あ
る
が
、

お
そ
ら
く
は
特
定
の
個
人
を
言
、
つ
の
で
は
な
く
、
房
瑠
静

護
事
件
以
来
、
様
々
な
場
で
示
さ
れ
た
、
杜
甫
に
敵
釘
的
な
人
々
と

の
闘
係
を
贋
く
指
す
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
も
し
こ
の
「
白
人
」

と
い
う
用
語
が
、
西
周
時
代
末
期
の
混
乱
し
た
世
相
を
歌
っ
た
、
詩

経
、
小
雅
の
十
月
之
交
篇
の

下
民
之
輩

匪
降
白
天
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人
々
の
災
い
は
、
天
か
ら
降
っ
て

来
る
の
で
は
な
い

噂
沓
背
憎

職
競
由
人

陰
口
や
陰
険
な
悪
意
な
ど
、
す
べ

て
人
が
引
き
起
こ
す
こ
と
な
の
だ

と
い
う
表
現
を
強
く
意
識
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
社
甫
を
憎
み
、

陰
口
を
い
う
人
々
が
、
結
局
、
社
甫
を
、
そ
の
官
職
か
ら
追
い
出
す

」
と
に
な
っ
た
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。



杜
甫
が
器
護
を
し
よ
う
と
し
た
房
唱
は
、
安
史
の
乱
の
中
で
、
長

安
の
み
や
こ
を
逃
げ
出
し
た
玄
宗
皇
帝
を
追
っ
て
、
成
都
へ
の
避
難

行
に
同
伴
を
し
た
。
天
賓
十
五
年
の
八
月
に
、
房
唱
は
、
玄
宗
の
使

者
と
し
て
、
粛
宗
を
冊
立
す
る
た
め
に
霊
武
に
赴
き
、
そ
の
ま
ま
粛

宗
の
も
と
に
留
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。
覇
宗
も
、
房
唱
が
高
い
名
聾

を
持
つ
こ
と
か
ら
、

一
旦
は
重
く
用
い
、
宰
相
に
任
じ
た
。
し
か
し
、

房
稽
は
、
大
言
壮
語
は
す
る
が
賓
力
が
伴
わ
ず
、
賊
軍
の
討
伐
に
向

か
つ
て
も
、
陳
陶
斜
で
大
敗
を
喫
す
る
な
ど
し
て
、
粛
宗
の
信
頼
は

失
わ
れ
て
し
ま
う
。
そ
う
し
た
房
稽
に
つ
い
て
、
社
甫
は
静
護
の
上

疏
を
す
る
。
そ
の
詳
護
に
封
し
て
、
粛
宗
は
激
怒
を
し
、
社
甫
を
遠

ざ
け
た
の
で
あ
っ
た
。

社
甫
自
身
、
房
唱
に
つ
い
て
、
そ
の
性
は
「
簡
に
失
す
」
と
遮
ベ

て
い
る
(
新
唐
書
社
甫
惇
)
。
こ
の
簡
と
い
う
言
葉
は
、
南
北
朝
時
期

に
は
、
人
物
を
高
く
憤
値
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
語
桑
で
あ
っ
た
。

さ
れ
ば
こ
そ
、
簡
丈
帝
な
ど
と
、
皇
帝
の
呼
び
名
と
も
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
簡
と
は
、
小
事
に
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
、
事
態
を
大
き

な
観
酷
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
評
債
し
て
い
う
言
葉
で

あ
っ
た
。
貰
務
を
濁
と
し
、
そ
れ
に
闘
わ
ら
な
い
こ
と
を
清
と
す
る
、

杜
甫
の
秦
州
詩
(
小
南
)

清
濁
の
慣
値
基
準
と
も
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
貌
耳
目
南
北
朝

の
貴
族
・
門
閥
た
ち
が
主
導
す
る
枇
舎
気
風
の
中
で
、
簡
な
る
人
物

は
高
い
評
債
を
得
て
来
た
の
で
あ
る
。

確
か
に
史
俸
に
見
え
る
房
唱
の
言
語
行
動
を
見
て
も
、
簡
と
稽
す

べ
き
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。
賓
客
を
好
み
、
天
下
は
自
分
が
捨
う

の
だ
と
吐
語
す
る
が
、
そ
う
し
た
彼
の
も
と
に
は
、
問
題
の
あ
る
人

物
た
ち
が
近
付
い
て
、

し
ば
し
ば
物
議
を
か
も
し
て
い
る
。
房
唱
の

追
い
落
と
し
を
企
て
る
賀
蘭
準
明
は
、
か
れ
の
そ
う
し
た
酷
を
取
り

⑬
 

上
、
げ
、
霜
宗
に
次
の
よ
う
に
告
げ
て
い
る
。
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西
亙
日
王
朝
は
、
慮
名
を
重
ん
じ
て
、
王
夷
甫
(
王
桁
)
を
宰

相
に
任
じ
、
浮
華
を
隼
ん
で
、
そ
れ
に
習
い
、
そ
の
結
果
、
亡

固
に
至
り
ま
し
た
。
現
在
、
陛
下
は
枇
稜
の
復
興
に
首
た
っ
て

お
ら
れ
、
賓
才
の
あ
る
者
を
こ
そ
用
い
ら
れ
る
べ
き
時
で
あ
り

ま
す
の
に
、
房
唱
の
本
性
は
大
雑
把
で
、

い
た
ず
ら
に
大
言
壮

語
を
な
す
の
み
で
す
。
宰
相
の
器
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

賀
蘭
進
明
が
言
、
つ
よ
う
に
、
時
代
は
「
賓
才
」
、
す
な
わ
ち
賓
際

の
場
で
直
接
に
役
立
つ
人
材
を
求
め
て
い
た
。
新
唐
童
日
の
房
暗
停
に

は
、
粛
宗
が
財
利
に
通
じ
た
第
五
埼
を
重
く
用
い
よ
う
と
し
た
と
き
、
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房
唱
は
そ
れ
に
反
封
す
る
。
し
か
し
粛
宗
か
ら
、
そ
れ
な
ら
六
軍
を

維
持
す
る
た
め
の
財
は
ど
こ
か
ら
集
め
て
来
る
の
か
と
反
論
さ
れ
て

房
唱
は
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
載
せ

て
い
る
。
財
政
に
通
じ
た
、
責
務
官
僚
た
ち
が
政
治
の
場
で
重
用
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
逆
に
、
大
言
壮
語
を
し
、
太
つ
腹

で
、
清
濁
あ
わ
せ
飲
む
、
簡
な
る
性
格
の
房
稽
の
よ
う
な
人
物
が
活

躍
す
る
時
代
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
軍
に
こ
の
時
期
が
安
史
の
乱
に
よ
る
破
壊
か
ら
の
復
興

期
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
貰
際
の
行
政
の
場
で
役
立
つ
賓
務
的
な
人
物

が
求
め
ら
れ
た
と
い
う
に
止
ま
ら
な
か
っ
た
。
一
吐
舎
の
根
本
的
な
構

遣
が
壁
化
を
し
、
政
治
の
場
で
六
朝
的
な
人
物
が
求
め
ら
れ
な
く

な
っ
て
い
た
の
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
房
唱
一
日
以
が
朝
廷
か

ら
退
け
ら
れ
た
原
因
に
つ
い
て
、
先
帝
の
玄
宗
に
近
い
臣
下
と
甫
宗

振
の
官
僚
と
の
聞
の
抗
争
が
あ
っ
た
の
だ
と
す
る
説
明
も
あ
る
。
表

面
的
に
は
そ
う
し
た
封
立
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
根
本

的
な
原
因
は
、
政
治
瞳
制
の
根
本
的
な
愛
化
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
内
藤
湖
南
教
授
以
来
、
中
国
の
封
建
一
吐
舎
は
、

唐
代
と
宋
代
と
の
聞
に
大
き
く
そ
の
性
格
を
整
え
た
と
論
じ
ら
れ
て

来
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
唐
宋
の
饗
が
、
す
で
に
粛
宗
の
政
権
の
中

で
も
具
瞳
的
な
形
を
取
り
つ
つ
あ
っ
た
、
そ
の
一
つ
の
表
わ
れ
を
こ

こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

奮
唐
圭
回
一
房
稽
停
は
、
粛
宗
が
出
し
た
、
房
唱
を
罷
克
す
る
詔
を

長
々
と
引
用
し
て
お
り
、
そ
の
最
後
は
、
次
の
よ
う
に
締
め
く
く
ら

⑬一

れ
て
い
る
。わ

た
し
は
、
天
下
の
統
治
に
あ
た
る
こ
と
に
な
っ
て
以
来
、

多
く
の
有
能
な
士
を
招
き
寄
せ
、

い
つ
も
立
振
な
人
格
者
を
求

め
て
、
彼
ら
と
と
も
に
天
下
泰
平
を
招
き
寄
せ
た
い
と
願
う
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方
で
、
徒
黛
を
組
ん
で
、
(
貫
質
の
な
い
評
判
で
人
々
に
も
て
は

や
さ
れ
て
い
る
人
々
を
深
く
憎
ん
で
来
た
。
今
、
こ
こ
に
彼
ら

を
詰
責
す
る
の
は
、
確
か
に
し
か
る
べ
き
罪
が
あ
っ
た
か
ら
な

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
房
稽
一
振
が
妄
り
に
自
己
宣
停
を

し
、
根
も
葉
も
な
い
評
判
を
集
め
た
り
す
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
る
。
朝
廷
の
人
々
に
は
よ
く
解
っ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
在

野
の
者
た
ち
が
疑
問
を
懐
い
た
り
し
や
す
い
こ
と
を
心
配
し

そ
れ
ゆ
え
に
、
事
態
を
詳
し
く
述
べ
て
、
人
々
に
正
確
な
知
識

を
持
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
た
の
だ
。
す
べ
て
の
官
吏
た
ち
ょ
、



わ
た
し
が
旨
と
す
る
と
こ
ろ
を
悉
知
し
て
ほ
し
い
。

こ
の
詔
は
、
車
に
房
瑠
個
人
の
資
質
を
問
題
に
し
た
だ
け
に
止
ま

ら
ず
、
唐
く
言
え
ば
、
六
朝
的
な
政
治
に
決
別
し
、
新
し
い
政
治
の

や
り
方
を
求
め
る
と
い
う
宣
言
で
あ
っ
た
と
謹
む
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。
著
名
人
た
ち
が
グ
ル
ー
プ
を
作
り
、
世
論
を
喚
起
し
つ
つ

政
治
を
動
か
し
て
ゆ
く
六
朝
的
な
政
治
盟
制
が
否
定
さ
れ
て
、
有
能

な
官
僚
た
ち
が
天
子
の
命
を
受
け
、
そ
の
手
足
と
な
っ
て
統
治
を
行

な
う
、
中
園
近
世
の
君
主
濁
裁
制
に
つ
な
が
る
政
治
盟
制
が
模
索
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

杜
甫
は
、
こ
の
房
稽
と
布
衣
の
交
わ
り
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
し

か
し
、
か
れ
が
房
唱
に
肩
入
れ
し
た
の
は
、
車
に
古
く
か
ら
の
縁
故

が
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
に
止
ま
ら
な
い
だ
ろ
う
。
房
瑠
的
な
政
治
へ

の
関
わ
り
方
に
、
社
甫
も
共
感
す
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
か
ら
だ
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
房
唱
の
死
後
、
社
甫
は
そ
の
墓
に
参
り
、

⑬
 

ま
た
、
か
つ
て
交
遊
が
あ
っ
た
人
々
の
死
を
嘆
い
た
八
哀
詩
に
も
、

房
瑠
抵
の
人
々
が
い
く
人
か
牧
め
ら
れ
て
い
る
。
社
甫
自
身
も
、
か

れ
の
詩
に
見
え
る
よ
う
に
、
天
下
を
み
ず
か
ら
捨
う
よ
う
な
大
言
壮

語
を
な
す
(
杜
甫
の
枇
舎
詩
は
、
そ
う
し
た
自
負
に
支
え
ら
れ
て
い
た
)

杜
甫
の
秦
州
詩
(
小
南
)

が
、
し
か
し
賓
務
的
な
能
力
は
、
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
華
州
で
の
職

務
を
歌
っ
た
、
早
秋
苦
熱
堆
案
相
の
(
早
秋
、
熱
と
推
案
の
相
い
の
る

⑪
 

に
苦
し
む
)
の
詩
の
二
聯
、
三
聯
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

毎
愁
中
夜
自
足
撒

況
乃
秋
後
轄
多
蝿

束
帯
設
強
欲
大
叫

簿
童
日
何
急
来
相
何

夜
中
に
サ
ソ
リ
が
た
く
さ
ん
出
る
こ
と

を
常
々
憂
え
て
来
た
が

ま
し
て
や
秋
に
な
っ
て
も
、
か
え
っ
て

青
蝿
が
増
え
て
い
る
の
だ

正
装
し
て
職
務
に
勤
め
よ
う
と
す
れ
ば

83 

大
聾
で
叫
び
出
し
た
く
な
る

書
類
は
、
な
ん
で
、
せ
わ
し
な
く
績
々

と
や
っ
て
来
る
の
か

」
の
詩
は
、
華
州
で
官
職
の
放
棄
を
決
意
す
る
直
前
の
心
境
を
反

映
し
た
も
の
と
し
て
重
覗
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
詩
中
に
見
え
る
サ
ソ

リ
や
蝿
は
、
詩
経
の
青
蝿
詩
を
引
く
ま
で
も
な
く
、
中
央
か
ら
庇
官

さ
れ
て
や
っ
て
来
た
杜
甫
に
封
し
て
示
さ
れ
た
、
華
州
の
役
所
の

人
々
の
悪
意
や
陰
口
を
意
味
す
る
に
違
い
な
い
。
そ
う
し
た
役
所
の
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中
に
あ
っ
て
、
正
装
を
し
て
職
務
に
勉
闘
し
、
能
率
的
に
書
類
を
庭

理
し
て
ゆ
く
と
い
っ
た
、
普
通
の
官
吏
た
ち
が
毎
日
行
な
っ
て
い
る

こ
と
が
、
社
甫
に
は
で
き
な
い
。
か
れ
が
、
時
代
が
求
め
て
い
る
よ

う
な
、
有
能
な
賓
務
官
僚
で
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

杜
甫
は
、
華
州
に
お
い
て
、
官
吏
と
し
て
の
職
務
を
放
棄
し
、
家

族
を
連
れ
て
遠
い
放
に
出
る
。
か
れ
が
職
務
を
放
棄
し
た
の
は
、
枇

A

胃
全
瞳
が
大
き
く
嬰
化
を
し
、
杜
甫
の
よ
う
な
人
物
が
官
吏
と
し
て

活
躍
で
き
る
よ
う
な
時
代
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
に
、
そ
の
根

本
的
な
原
因
が
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
杜
甫
は
、
四
川

や
江
南
の
地
に
あ
っ
て
、
北
方
へ
踊
る
人
々
を
迭
別
し
、
し
ば
し
ば

自
分
も
北
方
へ
時
り
た
い
と
の
願
い
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
北

方
の
政
治
一
吐
舎
に
は
、
す
で
に
、

か
れ
が
身
を
置
く
こ
と
の
で
き
る

よ
う
な
場
所
が
な
く
な
っ
て
い
た
。
社
甫
の
放
は
、
踊
る
あ
て
の
な

ぃ
、
永
遠
の
放
浪
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

識
り
易
し
浮
世
の
理

し

た

が

一
物
を
数
て
遣
わ
し
め
難
く
す

秦
州
雑
詩
二
十
首
を
中
心
と
す
る
、
杜
甫
の
秦
州
に
お
け
る
作
詩

活
動
の
背
後
に
は
、
大
き
な
不
安
感
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ

⑬
 

う
。
こ
の
時
期
に
作
ら
れ
た
、
夢
李
白
(
李
白
を
夢
む
)
の
詩
は
、

死
別
己
呑
聾

生
別
常
側
側

死
別
に
封
し
て
、
聾
を
失
う
ほ
ど
の
悲
し
み

を
味
わ
っ
て
き
た
が

生
き
別
れ
の
悲
し
み
も
、
側
側
と
胸
に
迫
つ

て
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
い
う
一
聯
で
始
ま
り
、
李
白
の
魂
が
夢
で
杜
甫
の
も
と
を
訪
れ
た

こ
と
が
歌
わ
れ
る
。
も
し
か
す
れ
ば
李
白
は
す
で
に
死
ん
で
い
る
の

84 

で
は
な
い
か
、
「
恐
る
ら
く
は
平
生
の
魂
に
あ
ら
ざ
ら
ん
」
と
、
杜

甫
は
疑
う
。
そ
の
魂
が
踊
っ
て
行
っ
た
あ
と
の
、

落
月
満
屋
梁

狛
疑
照
顔
色

落
ち
行
く
月
の
光
が
屋
根
の
て
っ
ぺ
ん
を

い
っ
ぱ
い
に
照
ら
し
て
い
る

あ
た
か
も
あ
な
た
の
顔
を
照
ら
し
て
い
る
か

の
よ
う
だ

と
い
っ
た
描
寓
も
ま
た
、
深
い
不
安
感
が
形
象
化
し
た
も
の
で
あ
っ



た
だ
ろ
う
。
こ
の
落
月
が
屋
梁
を
照
ら
す
と
い
う
描
寓
が
、
沈
約
の

⑬
 

悼
亡
詩
の

去
秋
三
五
月

去
年
の
仲
秋
と
同
じ
満
月
が

今
秋
還
照
梁

今
年
の
秋
も
ま
た
家
の
屋
根
を
照
ら
し
て
い

る

と
い
う
表
現
を
承
け
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
詩
に
は
、
李

白
へ
の
悼
亡
の
意
が
込
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
月
光
の
中

に
浮
か
び
上
が
る
李
白
の
顔
は
ほ
と
ん
ど
死
に
顔
で
あ
っ
て
、
そ
の

不
安
は
死
と
強
く
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

⑬
 

あ
る
い
は
、
同
じ
時
期
に
作
ら
れ
た
初
月
の
詩
は
、

光
細
弦
欲
上

光
は
細
く
、
弦
が
上
向
こ
う
と
し
て
は
い
る

i/' 

影
斜
輪
未
安

斜
め
に
懸
っ
た
影
の
、
ま
る
い
輪
郭
は
ま
だ

安
定
し
て
い
な
い

杜
甫
の
秦
州
詩
(
小
南
)

微
升
古
案
外

巳
隠
暮
雲
端

河
漢
不
改
色

開
山
空
白
寒

庭
前
有
白
露

暗
漏
菊
花
園

古
い
砦
の
か
な
た
に
少
し
だ
け
姿
を
見
せ
て

す
ぐ
夕
べ
の
雲
の
端
に
隠
れ
て
し
ま
う

そ
う
し
た
微
弱
な
月
の
光
に
、
銀
河
は
も
と

の
ま
ま
の
た
た
ず
ま
い

園
境
の
山
々
は
が
ら
ん
と
し
て
、
寒
さ
の
底

に
沈
ん
で
い
る

庭
に
は
白
い
露
が
降
り
て

聞
の
中
で
菊
の
花
い
っ
ぱ
い
に
丸
い
珠
を
付

け
て
い
る

85 

」
の
詩
に
歌
わ
れ
て
い
る
初
月
を
、
何
か
(
唐
王
朝
の
君
主
催
の
不

確
か
さ
な
ど
)
の
象
徴
と
理
解
し
よ
う
と
す
る
注
穣
も
あ
る
。
深
い

と
こ
ろ
で
は
、
そ
う
し
た
比
倫
と
も
通
じ
合
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
詩
の
形
成
の
直
接
の
動
機
は
、
社
甫
の
心
中
に
載
さ

れ
て
い
た
、
全
て
の
存
在
が
不
安
定
で
不
確
か
だ
と
い
う
感
慨
に
あ

り
、
そ
れ
と
通
じ
る
と
こ
ろ
の
あ
る
現
賓
の
景
物
を
切
り
取
っ
て
、

こ
の
詩
作
品
に
結
晶
化
さ
せ
た
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
社
甫
の
秦
州
詩
は
不
安
感
と
不
安
定
感
と
の
基
礎
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の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
不
安
定
感
は
、

車
に
時
代
が
混
乱
し
て
お
り
、
み
ず
か
ら
が
遺
境
の
地
に
あ
る
と
い

う
外
的
保
件
だ
け
に
由
来
す
る
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
不

安
定
感
の
根
源
は
、
か
れ
が
か
ね
て
よ
り
懐
い
て
来
た
、
政
治
の
場

に
あ
っ
て
理
想
賓
現
の
た
め
に
逼
進
し
た
い
と
い
う
願
い
を
断
念
し

て
、
み
ず
か
ら
の
生
き
方
の
根
本
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に

あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

秦
州
詩
は
、
そ
う
し
た
根
本
的
な
不
安
定
感
の
上
に
形
成
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
一
方
で
、
そ
の
中
に
安
定
し
た
も
の
が
歌
わ
れ
て
い

な
い
わ
け
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
特
徴
的
な
の
は
、
秦
州
の
地
に
住

む
異
民
族
た
ち
の
描
寓
で
あ
る
。
秦
州
雑
詩
の
第
三
首
の
後
中
十
に
は
、

次
の
よ
う
に
歌
わ
れ
る
。

降
慮
粂
千
帳

降
伏
し
た
異
民
族
の
者
た
ち
の
千
を
も
超
え

る
数
の
テ
ン
ト

居
人
有
高
家

馬
騎
珠
汗
落

そ
こ
に
住
む
の
は
一
再
も
の
家
族
た
ち

馬
た
ち
は
元
気
い
っ
ぱ
い
に
珠
の
汗
を
滴
ら

せ

胡
舞
白
題
斜

年
少
臨
桃
子

西
来
亦
白
誇

西
域
風
の
踊
り
に
、
踊
り
手
た
ち
の
傾
け
た

額
が
白
く
光
る

臨
挑
出
身
の
若
者
は

西
か
ら
や
っ
て
来
た
こ
と
が
、
む
し
ろ
誇
ら

し
げ
だ

社
甫
の
悲
痛
と
は
ま
っ
た
く
別
な
、
異
民
族
の
人
々
の
た
く
ま
し

い
生
き
方
の
描
寓
が
、
そ
の
詩
の
中
に
取
り
こ
ま
れ
て
い
る
。
若
者

が
西
方
出
身
で
あ
る
こ
と
を
誇
ら
し
げ
に
し
て
い
る
こ
と
に
象
徴
的

86 

に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
社
甫
が
そ
れ
ま
で
な
じ
ん
で
き
た
、
中
原
丈

化
中
心
主
義
の
債
値
観
と
は
異
な
る
も
の
が
、
人
々
の
生
活
を
支
え

ふ~夕y
 

〆
r
l

て
い
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
寓
日
の
詩
に
は
、
次
の
よ
う

に
あ
る
。一

豚
葡
萄
熟

秋
山
首
宿
多

関
雲
常
帯
雨

塞
水
不
成
河

牒
全
馳
胞
に
ブ
ド
ウ
が
熟
す
る
季
節

秋
の
山
に
は
ク
ロ
ー
バ
ー
の
原
が
買
が
る

砦闘
の 所
側あ
のた
流り
れの
は 雲
尻H土
無tい
)I 1~ っ
とも
な 雨
つも
てよ
柊い
わ
る



売
女
軽
峰
燈

の
ろ
し

チ
ベ
ッ
ト
族
の
女
た
ち
は
、
狼
煙
が
上
が
つ

て
も
少
し
も
動
じ
な
い

胡
見
制
賠
耽

異
民
族
の
若
者
た
ち
が
騎
蛇
を
引
き
ま
わ
し

て
い
る

白
傷
遅
暮
眼

悲
し
い
こ
と
に
、
人
生
の
暮
れ
方
に
あ
る
私

の
眼
は

喪
乱
飽
経
過

人
の
世
の
喪
乱
を
見
過
ぎ
て
し
ま
っ
た

杜
甫
が
、
老
境
の
近
づ
く
中
で
、
世
の
中
の
喪
乱
を
見
過
ぎ
て
し

ま
っ
た
と
嘆
い
て
い
る
傍
ら
に
あ
っ
て
、
異
民
族
の
人
々
が
、
一
吐
舎

的
な
混
乱
に
は
め
げ
な
い
生
活
を
迭
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
人
々
の

た
く
ま
し
さ
が
、
首
聯
の
、
西
方
か
ら
惇
来
し
た
ブ
ド
ウ
や
ク
ロ

1

パ
ー
が
繁
茂
し
て
い
る
こ
と
の
描
寓
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

社
甫
は
確
か
に
悲
し
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
か
れ
が
作
る
詩
全
睦
を

悲
し
み
に
染
め
上
げ
る
こ
と
は
し
な
い
。
そ
れ
は
、

一
種
の
精
神
的

な
強
さ
だ
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
姿
勢
を
取
る
こ
と
が

で
き
た
の
は
、
杜
甫
が
、
こ
の
時
期
に
新
し
い
世
界
観
を
旺
胎
し
た

こ
と
が
背
景
に
あ
り
、
そ
う
し
た
新
た
な
覗
黙
が
、
こ
の
秦
州
と
い

杜
甫
の
秦
州
詩
(
小
南
)

た
し
は
考
え
る
。

う
土
地
で
す
で
に
成
長
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
、
わ

異
民
族
の
人
々
の
生
活
を
並
ん
で
、
も
う
一
つ
確
賓
な
も
の
は

自
然
で
あ
っ
た
。
秦
州
詩
に
は
、
も
ち
ろ
ん
遺
境
の
地
の
特
異
で
、

州
雑
詩
の
第
四
首
は
、

不
安
感
に
つ
な
が
る
よ
う
な
自
然
も
し
ば
し
ば
歌
わ
れ
て
い
る
。
秦

よ
く
知
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
。

鼓
角
縁
遺
郡

川
原
欲
夜
時

秋
聴
段
地
護

風
散
入
雲
悲

抱
葉
寒
蝉
静

踊
山
濁
烏
遅

固
境
近
く
の
郡
役
所
で
鳴
ら
さ
れ
る
太
鼓
と

角
笛
の
聾

87 

時
刻
は
、
石
だ
ら
け
の
河
原
に
日
が
陰
る
こ

ろそ
の
聾
は
、
秋
の
季
節
の
中
で
、
大
地
を
振

る
わ
せ
て
護
せ
ら
れ

風
に
ち
ぎ
れ
、
雲
に
入
っ
て
、
悲
し
げ
で
あ

る木
の
葉
に
し
が
み
つ
い
た
秋
の
蝉
は
ひ
た
す

ら
に
静
か
に

山
へ
蹄
っ
て
ゆ
く
一
人
ぼ
っ
ち
の
烏
の
遅
遅



中
園
文
学
報

高
方
聾
一
概

吾
遁
寛
何
之

第
八
十
二
一
冊

た
る
飛
朔

ど
こ
の
地
方
で
も
、
聞
こ
え
る
の
は

[
警
戒

の
た
め
の
]
太
鼓
と
角
笛
の
嘗
ば
か
り

そ
う
し
た
中
で
、
私
の
遁
は
結
局
、
ど
こ
へ

行
く
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う

こ
う
し
た
詩
に
お
い
て
は
、
杜
甫
の
感
情
と
周
園
の
風
景
と
が
一

瞳
の
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
た
と
え
ば
第
三
聯
に
描
か
れ
る
寒
蝉
と

の
へ
の
注
覗
は
、

濁
烏
と
は
、
危
う
く
、
た
よ
り
な
げ
な
存
在
で
あ
り
、
そ
う
し
た
も

み
ず
か
ら
の
境
涯
へ
の
思
い
と
無
関
係
で
は
な

か
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
一
方
で
、
確
賓
な
自
然
も
描
寓
さ
れ

て
い
る
。
秦
州
雑
詩
の
第
十
二
首
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

山
頭
南
郭
寺

水
競
北
流
泉

老
樹
空
庭
得

清
渠
一
邑
惇

山
の
頂
上
に
建
つ
の
は
南
郭
寺

人2川
気けは
な北
い 流
寺 泉
のと
庭呼
に ぱ
はれ
年て
をい
経る
た
樹
木
が
と

こ
ろ
を
得
て
根
を
張
り

まム
m
h
り

清
ら
か
な
水
の
流
れ
る
導
水
路
が
邑
全
睦
に

秋
花
危
石
底

晩
景
臥
鍾
遺

悦
仰
悲
身
世

渓
風
矯
楓
然

張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る

高
く
そ
び
え
る
岩
の
下
に
は
可
憐
な
秋
の
花

が
咲
き

地
面
に
落
ち
た
釣
鐘
の
側
に
夕
陽
の
光
が
射

し
込
む

来
し
方
、
行
く
末
を
思
っ
て
、
わ
が
境
遇
と

運
命
と
を
悲
し
む
と
き

谷
を
渡
る
風
は
、
わ
た
し
の
た
め
に
、
悲
し

げ
な
音
を
た
て
る
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こ
の
詩
で
は
、
後
半
二
聯
の
描
寓
が
杜
甫
の
身
世
と
一
躍
の
も
の

で
あ
る
の
に
封
し
て
、
前
宇
の
二
聯
は
、
そ
う
し
た
も
の
か
ら
濁
立

し
て
い
る
。
と
り
わ
け
「
老
樹
空
庭
得
」
の
句
に
は
、
釣
鐘
も
地
面

に
落
ち
て
、
廃
嘘
と
な
っ
た
寺
の
庭
に
、
そ
う
し
た
こ
と
も
知
ら
ぬ

げ
に
、
年
老
い
た
樹
木
が
し
っ
か
り
と
根
付
い
て
い
る
こ
と
、
そ
う

る
の
で
あ
る
。

し
た
樹
木
を
自
分
が
護
見
し
た
こ
と
が
、
肯
定
的
に
表
現
さ
れ
て
い

秦
州
と
い
う
縁
遣
の
地
で
、

み
ず
か
ら
の
身
世
を
悲
し
む
杜
甫
が



い
る
。
し
か
し
、
そ
の
周
園
に
は
、
か
れ
の
悲
し
み
と
は
無
関
係
に
、

お
の
が
じ
し
生
き
る
異
民
族
の
人
々
が
お
り
、

し
っ
か
り
根
付
い
た

自
然
が
存
在
し
て
い
た
。
自
分
自
身
を
座
標
軸
の
中
心
に
据
え
て
、

そ
の
周
固
に
他
人
や
自
然
を
配
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
と
同
等
の

憤
値
を
も
つ
も
の
が
、
自
分
と
は
濁
立
し
て
存
在
す
る
と
-
認
識
し
、

そ
う
し
た
存
在
に
深
い
関
心
を
注
ぐ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
、
社
甫

の
詩
に
新
し
い
展
開
を
も
た
ら
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

秦
州
に
お
い
て
、

い
つ
か
再
舎
を
し
、

と
も
に
「
文
を
論
じ
た

こ
う
せ
き
し
ん
じ
ん

い
」
と
願
っ
て
い
る
友
人
の
詩
人
た
ち
、
高
遁
と
史
7

参
と
に
迭
っ
た

長
詩
(
寄
彰
州
高
三
十
五
使
君
遁
鏡
州
ヰ
二
十
七
長
史
参
三
十
韻
)
は
、

⑬
 

次
の
よ
う
な
句
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

故
人
何
寂
実

友
人
た
ち
か
ら
は
、
な
に
の
便
り
も
な
い

今
我
濁
凄
涼

今
、
わ
た
し
は
一
人
ぼ
っ
ち
で
、
寒
々
と
し

た
心
境
に
あ
る

老
去
才
難
蓋

老
い
が
お
と
ず
れ
て
、
詩
才
は
蓋
き
て
し

ま
っ
た
が

秋
来
興
甚
長

秋
が
来
れ
ば
、

季
節
に
寄
せ
る
思
い
が
大
き

杜
甫
の
秦
州
詩
(
小
南
)

物
情
尤
可
見

詞
客
未
能
忘

く
成
長
す
る

高
物
の
あ
り
方
(
物
情
)
こ
そ
は
眼
を
注
ぐ

べ
き
も
の

そ
う
し
た
も
の
は
、

わ
た
し

詩
人
に
忘
れ
が
た
い
印

象
を
遣
す

引
き
績
き
、
高
適
、
写
参
と
杜
甫
自
身
と
の
丈
阻
甲
子
に
つ
い
て
述
べ

る
が
、
そ
の
中
か
ら
印
象
的
な
表
現
を
抜
粋
し
て
み
れ
ば
、
次
の
よ

う
な
句
を
奉
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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意
恨
閥
飛
動

篇
終
接
混
正

心
微
傍
魚
鳥

内
痩
怯
針
狼

心
に
か
な
う
の
は
、
自
由
に
生
き
る
烏
や
獣

た
ち
に
闘
わ
る
こ
と
ど
も

作
品
の
結
末
は
、
そ
の
ま
ま
世
界
の
果
て
の

混
沌
に
ま
で
つ
な
が
っ
て
い
る

気
持
ち
が
落
ち
込
ん
だ
と
き
、
魚
や
鳥
に
心

を
寄
り
添
わ
せ

↓
肉
瞳
が
衰
え
て
、
猛
獣
た
ち
に
お
び
え
る
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」
の
詩
は
、
親
し
い
詩
人
た
ち
に
迭
っ
た
近
況
報
告
で
あ
り
、
社

甫
は
、
自
身
の
現
在
の
文
事
創
作
の
あ
り
方
を
、
か
れ
ら
に
語
ろ
う

と
し
て
い
る
。
詩
才
が
蓋
き
た
と
感
じ
ら
れ
る
中
に
あ
っ
て
、
創
作

意
欲
を
か
き
た
て
る
の
は
「
物
情
」
で
あ
り
、
具
躍
的
に
は
飛
動
す

る
も
の
た
ち
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
魚
や
烏
た
ち
は
、

お
の
が
じ
し

飛
動
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
存
在
に
白
分
の
心
を
寄
り
添
わ
せ
る
中

か
ら
詩
は
生
ま
れ
る
の
だ
と
い
う
、
秦
州
の
地
で
得
た
新
し
い
認
識

を
、
詩
を
作
る
友
人
た
ち
に
停
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
り
わ
け
社
甫
の
後
期
の
詩
に
は
、
自
然
物
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
そ

の
生
命
力
を
享
受
し
て
い
る
様
子
を
描
い
た
詩
句
に
優
れ
た
も
の
が

多
い
。
杜
甫
の
草
堂
の
近
達
、
あ
る
い
は
荻
ゆ
く
船
の
周
固
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
に
元
気
い
っ
ぱ
い
に
生
き
て
い
る
動
植
物
が
よ
り
そ
っ
て

い
る
。
そ
の
放
の
途
上
、
愛
州
で
作
ら
れ
た
秋
野
五
首
の
第
二
首
に

品
切

は
、
次
の
よ
う
に
歌
う
。

易
識
浮
生
理

根
な
し
草
の
こ
の
世
界
、
そ
れ
を
支
配
す
る

難
数
一
物
違

全遁
て 理
のは
存容
在易
iJ{ ~こ

そ 知
のら
在れ
りる
様f
か
ら
背
か
ぬ
よ

水
深
魚
極
集

林
茂
鳥
知
蹄

吾
老
甘
貧
病

築
華
有
是
非

秋
風
吹
凡
杖

不
厭
此
山
被

う
に
取
り
計
ら
っ
て
い
る
の
だ

水
は
深
く
、
魚
た
ち
は
存
分
に
楽
し
み

林
は
茂
っ
て
、
鳥
た
ち
は
踊
る
べ
き
場
所
を

心
得
て
い
る

わ
た
し
は
年
老
い
、
貧
乏
で
病
気
が
ち
だ
が
、

そ
う
し
た
境
遇
を
甘
受
し
た
い

楽
華
に
は
い
ろ
い
ろ
と
風
許
が
と
も
な
っ
て

[
そ
ん
な
も
の
は
ま
っ
ぴ
ら
だ
]

秋
風
が
、
身
を
支
え
る
凡
と
杖
と
を
吹
き
ぬ
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け
て
ゆ
く

」
の
山
に
隠
棲
し
て
し
ま
う
こ
と
に
、
な
に

の
心
残
り
も
な
い

社
甫
は
大
謄
に
も
、
こ
の
世
界
の
根
本
這
理
は
容
易
に
知
ら
れ
る
、

と
言
、
っ
。
そ
の
道
理
と
は
、
す
べ
て
の
存
在
が
、
そ
の
本
来
の
生
き

方
か
ら
話
離
せ
ぬ
よ
う
に
方
向
付
け
る
も
の
だ
と
一
言
う
の
で
あ
る
。

古
川
幸
次
郎
数
授
は
、
こ
の
一
物
の
語
を
、
主
と
し
て
人
間
世
界
の

も
の
を
指
す
と
し
、
浮
生
の
理
に
つ
い
て
も
、
人
間
世
界
の
遁
理
と



理
解
し
よ
う
と
し
て
お
ら
れ
る

し
か
し
わ
た
し
は
、
こ
こ
で
言
う

物
と
は
、
動
植
物
を
含
め
た
す
べ
て
の
存
在
物
を
言
う
の
で
あ
り
、

こ
う
し
た
護
言
を
す
る
と
き
、
杜
甫
は
、
元
来
の
、
人
間
中
心
主
義

的
な
観
念
を
越
え
て
い
た
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

」
う
し
た
、
人
間
中
心
主
義
を
超
越
し
よ
う
と
す
る
観
念
は
、
あ

る
い
は
、
備
教
の
輪
廻
思
想
と
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

輪
廻
思
想
は
、
人
間
と
動
物
(
畜
生
)
と
の
隔
た
り
が
紹
封
的
な
も

の
で
な
い
こ
と
を
教
え
る
。
と
り
わ
け
、
目
の
前
に
い
る
動
物
が
、

死
ん
だ
肉
親
の
轄
生
し
た
姿
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
と
す
る
考
え
は
、

首
時
の
中
園
の
人
々
に
大
き
な
衝
撃
を
奥
え
た
。
六
朝
時
期
以
来
の

悌
救
説
話
集
に
は
、
家
畜
に
轄
生
し
て
い
た
肉
親
を
、
そ
れ
と
知
ら

ぬ
ま
ま
に
、
殺
し
て
食
べ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
物
語
り
が
い
く
つ
も

牧
め
ら
れ
て
お
り
、
殺
生
戒
の
宣
停
と
結
び
付
け
て
、
こ
う
し
た
物

語
り
が
贋
く
語
ら
れ
、
人
々
の
精
神
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い

た
だ
ろ
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

杜
甫
の
家
族
の
う
ち
、

お
そ
ら
く
は
奥
さ
ん
は
、
悌
敬
信
者
で

あ
っ
た
。
の
ち
に
、
愛
州
あ
た
り
で
作
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
、
縛
鶏
行

市
制

(
縛
ら
れ
た
ニ
ワ
ト
リ
の
歌
)
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

杜
甫
の
秦
州
詩
(
小
南
)

小
奴
縛
鶏
向
市
責

鶏
被
縛
急
相
喧
争

家
中
厭
鶏
食
品
蟻

不
知
鶏
責
還
遭
吉
宗

議
鶏
於
人
何
厚
薄

吾
叱
奴
人
解
其
縛

鶏
議
得
失
無
了
時

注
目
寒
江
傍
山
閤

召
使
い
が
ニ
ワ
ト
リ
を
縛
り
、
市
場
で

責
ろ
う
と
し
て
い
る

き
つ
く
縛
ら
れ
た
ニ
ワ
ト
リ
は
抗
議
の

叫
び
聾
を
上
げ
る

家
の
者
は
ニ
ワ
ト
リ
が
議
や
蟻
を
食
べ

る
こ
と
を
嫌
っ
て
い
る
の
だ
が

貰
ら
れ
た
ニ
ワ
ト
リ
も
料
理
さ
れ
て
し

ま
う
こ
と
が
分
か
っ
て
い
な
い

最
も
ニ
ワ
ト
リ
も
人
間
に
と
っ
て
は
同
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佐
一
寸
に
あ
っ
か
う
べ
き
も
の

召
使
い
を
叱
っ
て
、

ニ
ワ
ト
リ
を
解
放

さ
せ
た

ニ
ワ
ト
リ
と
議
と
の
矛
盾
闘
係
は
、
解

決
の
つ
け
よ
う
が
な
い
も
の

わ
た
し
は
、
各
の
長
江
に
目
を
注
ぎ
つ

っ
、
山
閣
に
立
ち
童
く
す

ニ
ワ
ト
リ
が
庭
の
議
た
ち
を
食
べ
る
か
ら
責
っ
て
し
ま
い
ま
し
ょ
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う
と
言
っ
た
家
人
と
は
、
杜
甫
夫
人
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
提
案
を

し
た
の
は
、
殺
生
を
戒
め
る
悌
教
信
仰
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た

と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
社
甫
自
身
は
、
市
場
で
貰
っ
た
ニ
ワ
ト

リ
が
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
殺
生
を
避
け
た
こ
と
に
は
な
ら
な

い
で
は
な
い
か
と
苦
笑
を
し
て
い
る
。

ニ
ワ
ト
リ
と
最
と
の
聞
の
矛
盾
闘
係
が
根
本
的
な
解
決
の
つ
か
ぬ

も
の
で
あ
る
と
の
感
慨
か
ら
設
し
て
、
か
れ
の
思
考
は
、
こ
の
世
界

に
、
同
様
に
解
決
の
つ
か
な
い
闘
係
が
無
数
に
存
在
し
て
い
る
こ
と

に
ま
で
思
い
至
る
。
我
々
を
取
り
ま
い
て
い
る
の
は
、
善
悪
二
元
論

で
は
解
決
の
つ
か
な
い
、
存
在
そ
の
も
の
の
具
え
る
矛
盾
な
の
で
あ

る
。
車
純
化
し
て
言
え
ば
、
前
期
の
社
甫
の
思
考
は
軍
一
座
標
軸
上

の
二
元
論
で
成
り
立
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
期
に
至
っ
て
、

社
甫
は
、
高
物
の
存
在
が
矛
盾
関
係
の
上
に
築
か
れ
て
お
り
、
解
決

の
付
け
難
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
様
々
な
経
験
を
通
し
て
瞳
感
し

た
。
こ
こ
で
も
蟻
と
ニ
ワ
ト
リ
と
の
矛
盾
閲
係
に
愛
し
て
、
そ
う
し

た
重
い
問
題
に
思
い
至
っ
た
社
甫
は
、
凝
然
と
立
ち
霊
く
し
、
多
の

長
江
の
流
れ
に
目
を
注
ぐ
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
杜
甫
の
家
庭
内
の
悌
教
信
仰
は
、
知
ら
ず
知
ら
ず

の
内
に
、
社
甫
の
思
考
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
。
高
物

が
矛
盾
関
係
に
あ
る
と
い
う
深
刻
な
認
識
の
ほ
か
、
人
間
中
心
主
義

か
ら
脱
却
し
、
高
物
の
生
命
の
流
れ
の
中
に
自
分
自
身
の
生
命
を
も

託
し
、
そ
う
し
た
中
で
詩
作
を
行
う
の
だ
と
い
う
、
新
し
い
嗣
賄
が

形
作
ら
れ
る
に
際
し
で
も
、
家
人
た
ち
の
、

日
常
生
活
に
密
着
し
た

悌
敦
信
仰
か
ら
の
影
響
が
あ
っ
た
と
想
定
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
杜
甫
が
交
渉
を
も
っ
た
借
侶
た
ち
と
の
関
係
か
ら
、
そ
の
信
仰

が
北
宗
樟
で
あ
っ
た
か
南
宗
樟
で
あ
っ
た
か
な
ど
と
論
じ
る
よ
り
も
、

日
常
生
活
に
密
着
し
た
仰
敦
信
仰
の
方
が
、
詩
人
と
し
て
の
社
甫
の
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日
腕
賄
の
熟
成
に
、
よ
り
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
と
い
う
可
能

性
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

秦
州
時
期
に
基
礎
が
築
か
れ
た
杜
甫
の
新
し
い
観
貼
を
、
も
う
少

し
賢
い
頑
貼
か
ら
位
置
づ
け
て
み
る
な
ら
ば
、
秦
州
以
後
の
杜
甫
は
、

人
間
中
心
主
義
と
人
間
中
心
主
義
の
超
越
と
の
間
で
揺
れ
て
い
た
と

言
え
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
か
れ
の
人
間
中
心
主
義
の
認
識
は
、
そ

の
前
期
か
ら
引
き
継
が
れ
て
来
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
政
治
の
場

へ
の
復
時
の
願
い
と
も
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
そ
う
し
た
認
識
の

根
本
は
儒
家
的
な
立
場
に
あ
り
、
政
治
的
な
手
段
を
通
し
て
、
人
間



世
界
に
安
定
を
も
た
ら
そ
う
と
の
願
い
と
一
瞳
の
も
の
な
の
で
あ
っ

た
。
そ
れ
と
は
封
照
的
な
、
自
分
も
自
然
の
中
の
一
物
だ
と
す
る
認

識
は
、
政
治
的
な
挫
折
の
中
で
育
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
政
治
に
闘

わ
る
こ
と
を
断
念
し
、
高
物
の
生
命
の
流
れ
の
中
に
、

み
ず
か
ら
を

も
委
ね
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
(
そ
う
し
た
姿
勢
の
き
ざ
し
は

前
に
翠
げ
た
曲
江
詩
に
も
、
す
で
に
見
え
て
い
た
)

0

前
引
の
秋
野
詩
の
最
後
も
そ
う
で
あ
る
が
、
社
甫
の
詩
に
は
隠
逸

へ
の
心
の
傾
斜
を
述
べ
た
も
の
が
少
な
く
な
い
。
た
だ
、
そ
の
隠
逸

は
、
高
士
惇
や
隠
逸
停
な
ど
が
描
く
よ
う
な
、
一
吐
舎
の
通
念
を
否
定

し
た
、

い
わ
ば
反
抗
的
な
隠
者
生
活
を
意
園
す
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
社
甫
に
と
っ
て
の
隠
逸
と
は
、

政
治
の
場
へ
の
思
い
を
断
ち
、

一
人
の
生
活
者
と
し
て
、
自
然
物
た

ち
の
存
在
と
調
和
を
保
ち
つ
つ
、
自
分
自
身
の
生
命
を
遂
げ
る
こ
と

に
あ
っ
た
。
秦
州
に
あ
っ
て
も
、
そ
う
し
た
隠
逸
の
場
を
探
し
求
め

て
い
た
こ
と
が
、

い
く
つ
も
の
詩
の
主
題
や
内
容
を
通
し
て
う
か
が

わ
れ
る
。
し
か
し
、
杜
甫
に
は
隠
逸
へ
向
か
う
最
終
的
な
決
心
が
着

③
 

か
な
か
っ
た
。
琵
秦
州
(
秦
州
を
設
す
)
の
詩
の
後
半
に
、

杜
甫
の
秦
州
詩
(
小
南
)

此
邦
情
要
衡

賓
恐
人
事
桐

麿
接
非
本
性

登
臨
未
錯
憂

大
哉
乾
坤
内

吾
遁
長
悠
悠

」
の
秦
州
は
要
衝
に
つ
な
が
る
土
地

厭
な
こ
と
に
、
人
間
世
界
の
わ
ず
ら
わ
し
さ

が
い
っ
ぱ
い
あ
る

人
と
付
き
合
う
の
は
わ
た
し
の
性
格
に
あ
わ

な
し、

高
く
に
登
っ
て
美
し
い
景
色
を
眺
め
て
も
、

憂
い
は
消
せ
な
い

こ
の
大
き
な
宇
宙
の
中
に
あ
っ
て
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わ
た
し
が
行
く
遁
は
、
永
遠
に
、
あ
て
ど
の

な
い
も
の
な
の
だ

と
云
い
、
「
築
士
」
を
求
め
て
、
秦
州
の
南
方
に
位
置
す
る
、
同
谷

牒
へ
と
移
住
を
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
岡
谷
に
も
一
ヶ
月
も
留
ま
ら

③
 

な
か
っ
た
。
護
同
谷
牒
(
同
谷
豚
を
愛
す
)
の
詩
の
最
後
に
云
う
、

平
生
規事、

拙
章、

偶
値
棲
遁
遮

生
来
、
怠
け
者
で
世
渡
り
の
下
手
な
自
分
が

た
ま
た
ま
隠
棲
の
場
所
に
巡
り
合
っ
た
の
で
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あ
る
が

去
住
奥
願
達

願
い
の
よ
、
つ
に
そ
こ
に
向
田
ま
る
こ
と
が
で
き

ず

仰
思
林
間
閥

木
々
の
聞
を
自
由
に
刻
け
る
烏
た
ち
を
ふ
り

仰
い
で
、
恥
ず
か
し
く
思
う

」
こ
で
は
、
願
っ
て
い
た
隠
棲
の
場
所
か
ら
、
自
分
は
や
む
を
得

ず
離
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
歌
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
秦
州
や
岡

谷
の
地
に
安
住
で
き
な
か
っ
た
本
嘗
の
理
由
は
、
社
甫
自
身
が
、
政

治
的
な
場
へ
の
復
蹄
の
思
い
か
ら
完
全
に
は
脱
却
で
き
な
か
っ
た
こ

と
に
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

秦
州
・
同
谷
を
離
れ
た
社
甫
は
、
剣
門
の
難
所
を
越
え
て
、
萄
へ

と
向
か
う
。
そ
の
後
も
、

か
れ
の
心
は
、
政
治
と
隠
逸
、
人
間
中
心

主
義
と
そ
の
超
越
と
の
聞
を
揺
れ
動
き
、
終
わ
り
の
な
い
放
浪
を
績

け
た
の
で
あ
っ
た
。
杜
甫
の
後
期
の
詩
は
、
前
期
作
品
の
よ
う
に
、

信
念
を
も
っ
て
一
直
線
に
遇
進
す
る
精
柿
の
上
に
作
ら
れ
た
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
も
の
ご
と
は
善
悪
二
分
論
で
は
割
り
切
れ
る
も
の
で

は
な
い
と
す
る
、
精
神
の
揺
ら
ぎ
の
中
に
あ
っ
て
、
そ
の
揺
ら
ぐ
精

紳
の
一
瞬
の
き
ら
め
き
が
、
背
後
に
深
い
迷
い
が
あ
る
ゆ
え
に
、
重

い
表
現
と
な
っ
て
定
着
さ
れ
、
後
期
濁
特
の
作
品
世
界
を
形
成
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

註①
鴻
至
『
杜
甫
惇
』
人
民
文
皐
出
版
祉
、
一
九
八
O
年
、
は
、
杜
甫
の

一
吐
命
日
的
な
閥
、
心
を
覗
貼
に
据
え
て
、
そ
の
生
涯
を
記
述
し
て
い
る
。

②
た
と
え
ば
、
郭
沫
若
『
李
白
血
ハ
杜
甫
』
人
民
文
皐
出
版
祉
、
一
九
七

一
年
。
ち
な
み
に
、
郭
沫
若
が
、
社
甫
と
南
宗
祖
と
の
関
わ
り
を
強
調

し
た
の
に
釘
し
て
、
陳
允
士
川
「
略
排
杜
甫
的
醇
皐
信
仰
|
|
護
《
李
白

奥
杜
甫
》
的
一
貼
質
疑
」
(
唐
音
備
教
練
思
録
、
上
海
士
円
籍
出
版
献
、

一
九
八
八
年
)
は
、
む
し
ろ
北
宗
踏
と
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
と
し
て

い
る
。

③
奉
賠
幸
左
丈
二
十
二
韻
一
致
君
莞
舜
上
、
再
使
風
俗
淳
(
王
沫
本
杜

工
部
集
巻
一
。
以
下
、
杜
甫
の
詩
の
テ
キ
ス
ト
の
引
用
は
王
沫
本
に
依

り
、
草
堂
詩
婆
な
ど
で
校
訂
を
加
え
た
)

0

④
陳
胎
倣
『
杜
甫
許
停
』
上
冊
、
上
海
士
円
籍
出
版
一
吐
、
一
九
八
二
年
、

の
第
一
挙
を
参
照
。
陳
数
授
の
評
停
は
、
記
述
が
詳
細
で
あ
る
と
同
時

に
、
そ
の
議
論
は
中
庸
を
得
て
い
る
。
小
論
で
も
、
社
甫
の
一
経
一
燃
や
作

品
の
年
代
づ
け
に
つ
い
て
、
こ
の
書
物
を
参
照
し
た
と
こ
ろ
が
多
い
。

⑤
白
京
赴
奉
先
勝
詠
懐
五
百
字
(
王
沫
本
巻
一
)

⑥
春
望
(
王
沫
本
巻
九
)
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紫
{
辰
殿
退
朝
日
競
(
王
沫
本
巻
十
)

由
江
(
王
沫
本
虫
色
十
)

秦
州
雑
詩
一
西
征
問
峰
火
、
心
折
此
滝
留
(
王
沫
本
巻
十
)

立
秋
後
題
(
王
沫
本
巻
二
)

奮
唐
童
日
巻
一
百
一
十

耳
目
朝
以
好
尚
虚
名
、
任
王
夷
甫
矯
宰
相
、
組
習
浮
華
、
故
以
土
於
敗
、

今
陛
下
方
興
復
枇
稜
、
必
回
任
用
賓
才
、
指
性
疎
閥
、
徒
大
言
耳
、

非
宰
相
器
也

士
宮
唐
室
田
巻
一
百
一
十

朕
自
臨
御
宜
一
旦
匝
、
薦
延
多
士
、
常
思
幸
求
賢
哲
、
共
致
羅
照
、
深

嫉
比
周
之
徒
、
虚
偶
成
俗
、
今
忍
所
謎
、
賓
属
其
事
、
猫
以
南
等

妄
白
標
持
、
依
延
浮
稿
、
難
周
行
且
ハ
悉
、
恐
流
俗
多
疑
、
所
以
事

必
楼
言
、
蓋
欲
人
知
不
濫
、
凡
百
卿
士
、
宜
悉
股
懐

⑬
八
哀
詩
井
序
(
王
沫
本
各
七
)

⑬
早
秋
苦
熱
堆
案
相
の
(
王
沫
本
巻
二
)

⑬
夢
李
白
(
王
沫
本
巻
三
)

⑬
ち
な
み
に
、
陳
慶
元
『
沈
約
集
校
婆
』
斯
江
古
籍
出
版
壮
、
一
九
九

五
年
、
は
、
第
二
句
の
照
梁
の
語
を
照
房
に
改
め
て
い
る
。
月
が
梁
を

照
ら
す
と
い
う
表
現
に
託
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
と
意
味
と
は
、
確
か
に
解

り
に
く
い
が
、
や
は
り
照
梁
と
い
う
表
現
の
ま
ま
、
そ
の
怠
を
追
及
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
屋
梁
が
招
魂
儀
曜
の
場
で
あ
っ
た
こ
と

と
関
連
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

⑫
初
月
(
王
沫
本
巻
十
)

⑪⑬⑨⑧⑦  ⑬ 

杜
甫
の
秦
州
詩
(
小
南
)

⑬
寓
目
(
王
沫
本
各
十
)

⑬
寄
彰
州
高
三
十
五
使
通
読
州
界
二
十
七
長
史
参
一
三
十
韻
(
王
沫
本
巻

十
)

⑮
秋
野
(
王
沫
本
巻
十
五
)

⑫
吉
川
幸
次
郎
「
識
り
易
し
浮
世
の
理
」
筑
摩
書
房
全
集
第
十
二
巻

⑫
縛
鶏
行
(
王
沫
本
容
七
)

③
後
秦
州
(
王
沫
本
巻
三
)

⑫
後
同
谷
牒
(
王
沫
本
巻
一
一
一
)
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