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は
じ
め
に

	

一	

「
紫
煙
」
は
「
白
雲
」
と
交
換
可
能
か

	

二	

幻
想
的
世
界
を
呼
び
込
む
「
紫
煙
」

	

三	

李
白
の
「
白
雲
」　

三
つ
の
特
徵
的
な
パ
タ
ー
ン

	
	

①	

『
歸
藏
』「
有
白
雲
、
出
自
蒼
梧
入
於
大
梁
」
を
踏
ま
え
る
「
白
雲
」

	
	

②	

『
穆
天
子
傳
』
の
「
西
王
母
」
の
歌
を
踏
ま
え
る
「
白
雲
」

	
	

③	

陶
淵
明
の
よ
う
な
世
俗
を
離
れ
た

者
の
世
界
を
表
す
「
白
雲
」

	

四	

幻
想
的
世
界
を
呼
び
込
ま
な
い
「
白
雲
」

	

五	

「
白
雲
」
と
「
紫
煙
」
と
の
差
異

	

お
わ
り
に

は
じ
め
に

李
白
の
「
疑
是
銀
河
落
九
天
」
と
い
う
詩
句
は
、「
白
髪
三
千
丈
」
と
と
も
に
、
現
實
で
は
あ
り
得
な
い
誇
張
さ
れ
た
表
現
と
し
て
有
名

で
あ
る
。
た
だ
、
李
白
の
詩
を
仔
細
に
見
て
み
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
現
實
で
は
あ
り
得
な
い
、
言
わ
ば
幻
想
的
世
界
を
詩
中
に
詠
み
込
む

幻
想
的
世
界
を
呼
び
込
む
李
白
の
「
紫
煙
」

― 

李
白
「
望
廬
山
瀑
布
二
首
」
其
二
の
「
新
た
な
解
釋
」
の
た
め
に
―

宮
　
下
　
聖
　
俊
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際
に
、
李
白
は
そ
れ
が
成
り
立
つ
手
續
き
を
丁
寧
に
踏
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
筆
者
は
、
李
白
の
こ
の
よ
う
な
工
夫
の
一
端
を
洗
い
出

し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

で
は
「
疑
是
銀
河
落
九
天
」
と
い
う
詩
句
を
含
む
李
白
の
詩
全
體
を
見
よ
う
。「
廬
山
の
瀑
布
を
望
む
二
首
（
望
廬
山
瀑
布
二
首
）」（
郁

氏
『
校
注
』
二
六
三
一
頁
）
の
、
特
に
有
名
な
第
二
首
で
あ
る
。

	
	
	

望
廬
山
瀑
布
二
首　

其
二

	

日
照
香
爐
生
紫
煙　
　

日 

香
爐
を
照
ら
し 

紫
煙 

生
じ

	

遙
看
瀑
布
挂
長
川　
　

遙
か
に
瀑
布
を
看
れ
ば 

長
川
を
挂
く

	

飛
流
直
下
三
千
尺　
　

飛
流 

直
下 

三
千
尺

	

疑
是
銀
河
落
九
天　
　

疑
ふ
ら
く
は
是
れ
銀
河
の
九
天
よ
り
落
つ
る
か
と

こ
の
七
言
絕
句
は
、
特
に
瀧
の
長
大
さ
を
詠
み
込
ん
だ
轉
・
結
二
句
に
、
事
物
を
誇
張
し
て
表
現
す
る
李
白
の
特
徵
が
現
れ
て
い
る
と

さ
れ
る
。
ま
た
、
前
半
は
遠
く
か
ら
瀧
を
眺
め
る
視
點
か
ら
描
か
れ
、
後
半
は
ず
っ
と
瀧
に
近
づ
い
て
、
下
か
ら
瀧
を
見
上
げ
る
視
點
か
ら

描
か
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
同
題
「
其
一
」（
凡
二
十
二
句
・
五
言
古
詩
）
が
そ
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
影
響
も
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
が
、
一
見
す
る
と
確
か
に
こ
の
「
其
二
」
も
そ
の
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
。

し
か
し
筆
者
は
、
む
し
ろ
詩
の
後
半
に
詠
み
込
ま
れ
る
、
現
實
に
は
あ
り
得
な
い
幻
想
的
な
世
界
に
讀
者
を
自
然
に
入
り
込
ま
せ
る
た

め
に
、
李
白
は
詩
の
前
半
で
す
で
に
入
念
に
仕
掛
け
を
用
意
し
て
い
る
と
見
通
し
て
い
る
。
仕
掛
け
と
は
、
例
え
ば
「
遙
か
に
看
る
」
と

い
う
行
爲
で
あ
り
、「
紫
煙
」
や
そ
れ
を
導
き
出
す
「
香
爐
」
で
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
も
の
な
の
か
、

用
例
を
も
と
に
檢
討
し
て
い
き
、
最
終
的
に
は
こ
の
詩
の
「
新
た
な
解
釋
」
を
示
し
た
い
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

た
だ
「
新
た
な
解
釋
」
を
示
す
た
め
に
檢
討
す
べ
き
課
題
は
い
く
つ
も
あ
る
。
そ
れ
ら
の
課
題
の
う
ち
、
本
稿
で
は
對
象
を
「
紫
煙
」

と
い
う
詩
語
に
絞
っ
て
檢
討
し
て
い
き
た
い
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）
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一　
「
紫
煙
」
は
「
白
雲
」
と
交
換
可
能
か

香
爐
峰
は
、
そ
の
名
前
の
由
來
か
ら
し
て
「
煙
」
が
つ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
詩
が
七
言
絕
句
で
あ
る
以
上
、
偶
數
句
末
の
「
川
」

字
・「
天
」
字
と
、
第
一
句
末
の
「
煙
」
字
は
押
韻
す
る
都
合
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
李
白
は
こ
の
詩
で
、
た
だ
の
「
煙
」
で
は
な
く
「
紫

煙
」
を
用
い
て
い
る
。
ま
た
、
香
爐
峰
は
廬
山
を
構
成
す
る
多
く
の
峰
の
一
つ
で
あ
り
、
廬
山
は
、
名
前
の
由
來
か
ら
し
て
も

者
や
仙

人
と
關
わ
り
の
深
い
地
で
あ
る
。
そ
し
て

者
と

の
深
い
詩
語
と
言
え
ば
、
後
で
示
す
よ
う
に
、
本
來
は
「
白
雲
」
の
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
李
白
は
こ
の
詩
で
、「
白
雲
」
で
は
な
く
、
何
故
か
「
紫
煙
」
を
用
い
て
い
る
。

な
ぜ
た
だ
の
「
煙
」
で
も
「
白
雲
」
で
も
な
く
、「
紫
煙
」
な
の
か
。
脚
韻
の
都
合
を
ひ
と
ま
ず
措
く
と
し
て
、『
廣
韻
』
に
よ
れ
ば
「
白3

雲8

」
も
「
紫3

煙8

」
も
、
ど
ち
ら
も
同
じ
く
「
仄3

平8

」
で
あ
り
、
平
仄
の

い
か
ら
使
い
分
け
て
い
る
譯
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

李
白
が
「
紫
煙
」
を
ど
の
よ
う
に
用
い
て
い
る
の
か
、
試
み
に
別
の
一
首
で
見
て
み
よ
う
。
例
え
ば
「
古
風 

其
十
五
（
金
華
牧
羊
兒
）」

（
凡
八
句
・
郁
氏
『
校
注
』
五
七
頁
）
の
冒
頭
に
「
金
華 

牧
羊
の
兒
、
乃
ち
是
れ
紫
煙

0

0

の
客
（
金
華
牧
羊
兒
、
乃
是
紫
煙

0

0

客
）」
と
あ
る
。

李
白
は
、
晉
の
葛
洪
『
神
仙
傳
』
卷
二
「
皇
初
平
」
に
見
え
る
話
を
典
故
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
金
華
山
中
に
一
牧
羊
兒

0

0

0

有
り
（
金

華
山
中
有
一
牧
羊
兒

0

0

0

）」
と
さ
れ
た
「
皇
初
平
」
が
仙
術
を
身
に
つ
け
た
後
、
姓
を
赤
に
か
え
「
赤
松
子

0

0

0

」
と
名
乘
る
よ
う
に
な
っ
た
（「
易

姓
爲
赤
、
初
平
改
字
爲
赤
松
子
」）
と
い
う
話
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
話
に
は
「
紫
煙
」
も
「
煙
」
も
「
雲
」
も
出
て
こ
な
い
。
李
白
は
、
さ

ら
に
郭
璞
「
遊
仙
詩
七
首
」
第
三
首
（
凡
十
四
句
・『
文	

』
卷
二
十
一
所
収
）
の
第
9
・
10
句
「
赤
松

0

0

子
は
（
瀧
の
）
ほ
と
り
に
遊
び
に

現
れ
、
鴻
に
ま
た
が
り
紫
煙

0

0

に
乘
っ
て
浮
か
ぶ
（
赤
松

0

0

臨
上
遊
、
駕
鴻
乘
紫
煙

0

0

）」
を
も
典
故
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
本
來
は

別
々
の
典
故
を
「
赤
松
子
」
を
媒
介
に
す
る
こ
と
で
つ
な
い
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

李
白
は
「
金
華
山
の
羊
飼
い
の
少
年
（
金
華
牧
羊
兒
）」
を
仙
人
で
あ
る
と
直
接
は
言
わ
ず
に
、「
乃
ち
是
れ
紫
煙

0

0

の
客
」
と
言
っ
て
い

る
。
つ
ま
り
「
紫
煙

0

0

の
客
」
と
言
い
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
が
仙
人
で
あ
る
こ
と
を
閒
接
的
に
示
す
こ
と
に
な
る
と
、
少
な
く
と
も
李
白
は

考
え
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
、
仙
人
と
い
え
ば
「
紫
煙
」、「
紫
煙
」
と
い
え
ば
仙
人
と
い
う
圖
式
は
、
あ
る
い
は
李
白
の
當
時
、
す
で
に

一
般
的
な
も
の
だ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
李
白
は
そ
の
常
識
に
の
っ
と
っ
た
だ
け
だ
と
。

と
こ
ろ
が
先
行
研
究
で
は
、
仙
人
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
さ
せ
る
詩
語
と
し
て
は
「
白
雲
」
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
後

（
5
）

（
6
）
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藤
秋
正
・
松
本
肇
編
『
詩
語
の
イ
メ
ー
ジ
』（
東
方
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）
で
は
「
第
一
章　

天
空
へ
の
視
線
」
の
中
に
「
浮
雲
・
白
雲
」

と
い
う
節
（
担
當
：
中
野
將
氏
）
を
設
け
、
い
く
つ
も
の
例
を
擧
げ
た
上
で
「
六
朝
時
代
末
期
に
は
『
白
雲
』
と
い
え
ば
超
俗

0

0

・
神
祕

0

0

と

い
う
ほ
ど
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
刷
り
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
」（
傍
點
・
宮
下
）
と
い
い
、
そ
の
後
の
唐
代
に
も
「『
白
雲
』
が
俗
世
を

離
れ
た
場
所
や
人
物
の
象
徵
で
あ
っ
た
り
、
自
由
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
い
て
い
る
例
が
み
ら
れ
る
の
は
六
朝
時
代
の
こ
の
傾
向
が
姿
を

變
え
な
が
ら
依
然
と
し
て
繼
續
し
て
ゆ
く
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
。
一
般
論
と
し
て
無
理
の
な
い
説
明
で
あ
る
。

し
か
し
、
李
白
は
「

者
」
や
「
衜
士
」
の
生
活
が
ご
く
身
近
に
あ
っ
た
、
さ
ら
に
は
、
あ
る
時
期
に
は
自
ら

っ
て
い
た
は
ず
で
あ

る
。

者
や
衜
士
の
生
活
を
單
に
想
像
し
て
詠
ん
で
い
る
詩
人
と
で
は
、
實
感
と
し
て
の
距
離
感
が

う
で
あ
ろ
う
。
俗
世
閒
を
離
れ
て

生
活
す
る
こ
と
に
意
味
を
見
出
す

者
と
、
具
體
的
に
神
仙
へ
の
衜
を
體
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
衜
士
と
で
は
、
そ
こ
に
身
近
で
あ
れ
ば

あ
る
ほ
ど
、
明
確
に
一
線
を
劃
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

で
は
試
み
に
、
李
白
の
作
品
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
白
雲
」
と
「
紫
煙
」
と
を
一
例
ず
つ
見
て
み
よ
う
。

例
え
ば
李
白
は
「
白
雲
」
を
「
杜
秀
才
の
五
松
山
よ
り
贈
ら
る
る
に
答
ふ
（
答
杜
秀
才
五
松
山
見
贈
）」（
凡
四
十
一
句
・
郁
氏
『
校
注
』

二
三
七
〇
頁
）
の
結
び
の
六
句
で
次
の
よ
う
に
用
い
て
い
る
。

	

36	

異
代
風
流
各
一
時	

　
　

異
代
の
風
流 
各
々
一
時

	

37	

一
時
相
逢
樂
在
今	

　
　

一
時
相
逢
ふ 
樂
し
み 

今
に
在
り

	

38	

袖
拂
白
雲

0

0

開
素
琴	

　
　

袖
は
白
雲

0

0

を
拂
っ
て
素
琴
を
開
く

	

39	

彈
爲
三
峽
流
泉
音	

　
　

彈
じ
て
三
峽
流
泉
の
音
を
爲
す

	

40	

從

一
別
武
陵
去	

　
　

れ
よ
り
一
た
び
別
れ
て 
武
陵
に
去
れ
ば

	

41	

去
後
桃
花
春
水
深	

　
　

去
り
て
後 

桃
花 

春
水 

深
し

「
五
松
山
」
に
住
む
「
杜
秀
才
」（
詳
細
は
不
明
）
と
逢
っ
て
、
琴
を
彈
い
て
樂
し
も
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
竹
林
の
七
賢
の
一
人
で
あ

る
阮
咸
の
琴
や
、
陶
淵
明
「
桃
花
源
記
」
を
踏
ま
え
た
表
現
で
構
成
さ
れ
る
場
面
に
「
袖
は
白
雲

0

0

を
拂
」
う
と
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

「
白
雲
」
が
「
超
俗
・
神
祕
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
表
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
も
、
一
見
す
る
と

和
感
は
な
い
。

次
に
「
紫
煙
」
の
例
を
見
た
い
。
李
白
は
「
紫
煙
」
を
「
鳴
皋
の
歌 

從
翁
清
の
五
崖
山
居
に
歸
る
を
餞
し
奉
る
（
鳴
皋
歌
奉
餞
從
翁
清
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歸
五
崖
山
居
）」（
凡
十
七
句
・
郁
氏
『
校
注
』
八
五
六
頁
）
の
第
11
～
15
句
で
次
の
よ
う
に
用
い
て
い
る
。

	

11	

欲
臥
鳴
皋
絕
世
塵	

　
　

鳴
皋
に
臥
し
て
世
塵
を
絕
た
ん
と
欲
す

	
12	

鳴
皋
微
茫
在
何
處	

　
　

鳴
皋
微
茫
し
て
何
れ
の
處
に
か
在
る

	
13	
五
崖
峽
水
橫
樵
路	

　
　

五
崖
の
峽
水 

樵
路
に
橫
た
わ
る

	
14	
身
披
翠
雲
裘	

　
　

身
に
翠
雲
の
裘
を
披は
お

り

	

15	
袖
拂
紫
煙

0

0

去	

　
　

袖
は
紫
煙

0

0

を
拂
っ
て
去
る

「
叔
父
の
李
清
（
從
翁
清
）」
が
、「
ぼ
ん
や
り
と
し
て
ど
こ
に
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
（
微
茫
在
何
處
）」
と
い
う
「
鳴
皋
山
」
の
「
五
崖

峽
」
に
「

棲
し
て
世
の
俗
塵
を
絕
と
う
（
欲
臥
鳴
皋
絕
世
塵
）」
と
し
、「
紫
煙
を
袖
で
拂
っ
て
去
る
（
袖
拂
紫
煙
去
）」
と
い
う
。
こ
ち

ら
の
例
も
、
世
の
俗
塵
を
絕
っ
て

棲
し
よ
う
と
し
て
い
る
人
物
が
立
ち
去
る
の
に
際
し
て
、
そ
こ
に
漂
う
「
紫
煙
」
を
「
袖
で
拂
っ
て

去
る
」（「
袖
拂
紫
煙
去
」）
と
、「
紫
煙
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
紫
煙
」
が
「
超
俗
・
神
祕
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
表
し
て
い
る
と
言

わ
れ
て
も
、
一
見
す
る
と

和
感
は
な
い
。

こ
れ
ら
二
つ
の
例
に
お
い
て
、「
紫
煙
」
も
「
白
雲
」
も
「
袖
で
拂
う
（
袖
拂
）」
と
い
う
表
現
と
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
袖

で
拂
う
（
袖
拂
）」
と
い
う
表
現
自
體
は
、
何
か
が
邪
魔
だ
か
ら
袖
で
拂
い
の
け
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
そ
こ
に
何
か
が
漂
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
表
現
す
る
た
め
に
、
李
白
は
こ
の
よ
う
に
言
う
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
醉
後
、
王
歷
陽
に
贈
る
（
醉
後
贈
王
歷
陽
）」（
郁

氏
『
校
注
』
一
四
四
八
頁
）
に
は
「
筆
の
跡
は
龍
蛇
が
跳
る
か
の
よ
う
で
、
興
に
乘
じ
て
舞
い
だ
せ
ば
袖
は
雲
霄
を
拂
ふ
（
筆
蹤
起
龍
虎
、

舞
袖
拂

0

0

雲
霄
）」
と
あ
る
。
舞
っ
て
い
る
そ
の
場
所
に
「
雲
霄
」
が
漂
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
結
果
的
に
袖
で
拂
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

舞
う
こ
と
が
主
で
あ
り
、
邪
魔
だ
か
ら
拂
い
の
け
る
と
い
う
行
動
を
し
て
い
る
譯
で
は
な
い
。

「
袖
で
拂
う
（
袖
拂
）」
對

、
す
な
わ
ち
、
そ
の
場
に
漂
っ
て
い
る
も
の
は
、「
紫
煙
」
で
も
「
白
雲
」
で
も
大
差
は
無
い
の
だ
ろ
う
か
。

確
か
に
先
ほ
ど
の
二
つ
の
例
で
は
、
ど
ち
ら
も
似
た
よ
う
に
山
に

棲
す
る
人
物
の
周
圍
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
な
ら
な
お

の
こ
と
、
李
白
は
な
ぜ
一
方
で
「
紫
煙
」
を
用
い
、
一
方
で
「
白
雲
」
を
用
い
て
い
る
の
か
。
先
に

べ
た
と
お
り
、
平
仄
上
は
兩
者
に

違
い
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
例
で
は
、
先
に
見
た
「
廬
山
の
瀑
布
を
望
む
二
首
」
其
二
と
は

い
、
脚
韻
の
都
合
に
よ
る
使
い
分

け
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
も
無
い
。

（
7
）
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そ
う
で
あ
る
か
ら
に
は
、
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
意
味
や
イ
メ
ー
ジ
の

い
が
あ
っ
て
、
李
白
は
使
い
分
け
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

二　

幻
想
的
世
界
を
呼
び
込
む
「
紫
煙
」

で
は
李
白
は
「
紫
煙
」
を
ど
の
よ
う
に
用
い
て
い
る
の
か
。
ま
ず
は
「
詩
を
以
て
書
に
代
へ
元
丹
丘
に
答
ふ
（
以
詩
代
書
答
元
丹
丘
）」

（
郁
氏
『
校
注
』
二
二
八
一
頁
）
の
冒
頭
か
ら
第
8
句
を
見
た
い
。「
元
丹
丘
」
は
「
胡
紫
陽
」
か
ら
「
衜
籙
」
を
授
か
っ
た
衜
士
で
、
李

白
が
「
神
仙
の
交
わ
り
を
結
ん
だ
（
結
神
仙
交
流
）」
相
手
で
あ
り
、
生
涯
を
通
し
て
親
密
な
交
流
が
續
い
て
詩
の
應
酬
も
多
い
。

	

1	

靑
鳥
海
上
來
、
今
朝
發
何
處　
　
　

靑
鳥 

海
上
よ
り
來
り
、
今
朝 

何
れ
の
處
を
發
す
る
。

	

3	

口
銜
雲
錦
字
、
與
我
忽
飛
去　
　
　

口
に
雲
錦
の
字
を
銜
み
、
我
に
與
へ
て
忽
ち
飛
び
去
る
。

	

5	

鳥
去
凌
紫
煙

0

0

、
書
留
綺
窗
前　
　
　

鳥
は
去
っ
て
紫
煙

0

0

を
凌
ぎ
、
書
は
留
む
綺
窗
の
前
。

	

7	

開
緘
方
一
笑
、
乃
是
故
人
傳　
　
　

緘
を
開
い
て
方ま
さ

に
一
笑
、
乃
ち
是
れ
故
人
よ
り
傳
ふ
。

今
朝
ど
こ
か
ら
出
發
し
た
の
か
わ
か
ら
な
い
靑
い
鳥
が
海
の
上
か
ら
や
っ
て
き
て
、
口
に
く
わ
え
て
き
た
手
紙
を
窓
の
前
に
置
い
て
飛

び
立
っ
た
か
と
思
う
と
「
紫
煙
」
を
飛
び
越
え
て
消
え
去
っ
た
。
そ
の
手
紙
の
封
を
解
い
て
み
て
笑
っ
て
し
ま
っ
た
、
な
ん
と
そ
れ
は
古

な
じ
み
の
友
人
で
あ
る
あ
な
た
か
ら
の
手
紙
で
あ
っ
た
、
と
い
う
。「
元
丹
丘
」
か
ら
の
手
紙
を
運
ん
で
き
た
「
靑
鳥
」
は
「
紫
煙
」
を
飛

び
越
え
て
消
え
去
る
。
詩
中
で
は
、
現
實
と
地
續
き
と
感
じ
ら
れ
る
現
實
的
な
世
界
觀
の
中
に
、
衜
士
が
起
こ
し
た
不
思
議
と
い
う
現
實

離
れ
し
た
世
界
、
い
わ
ば
幻
想
的
世
界
が
自
然
に
ふ
と
現
れ
出
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
李
白
の
當
時
ど
こ
ま
で
を
「
現
實
」
と
し
て
認
識
し
、
ど
こ
か
ら
を
「
現
實
離
れ
し
た
幻
想
」
と
し
て
認
識
し
て
い
た
の

か
を
明
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
現
代
人
で
あ
る
筆
者
は
、
當
然
現
代
人
の
目
で
見
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
少
な

く
と
も
「
紫
煙
」
の
用
い
方
と
「
白
雲
」
の
用
い
方
と
を
比
較
し
て
い
く
こ
と
で
、
何
ら
か
の
傾
向
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
そ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
視
點
か
ら
檢
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。

こ
の
詩
に
お
い
て
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
あ
な
た
か
ら
の
手
紙
を
受
け
取
っ
て
嬉
し
か
っ
た
と
い
う
だ
け
の
内
容
を
、
ど
こ
か
ら
飛
ん

で
き
た
の
か
不
明
な
謎
の
「
靑
鳥
」
が
「
紫
煙
」
を
飛
び
越
え
て
消
え
去
り
、
窓
邊
に
手
紙
が
殘
さ
れ
て
い
た
、
そ
し
て
封
を
解
い
て
は

（
8
）
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じ
め
て
そ
れ
が
あ
な
た
か
ら
の
手
紙
だ
と
判
っ
た
と
い
う
順
番
で
表
現
す
る
こ
と
に
、
李
白
は
何
ら
か
の
價
値
を
見
出
し
て
い
た
こ
と
に

な
る
。
そ
し
て
こ
の
表
現
は
、
謎
の
鳥
が
手
紙
を
置
い
て
い
っ
た
か
ら
こ
そ
、
誰
か
ら
の
手
紙
か
判
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
誰
か
ら
の
手

紙
か
判
ら
な
い
か
ら
こ
そ
、
封
を
解
き
あ
な
た
か
ら
の
も
の
だ
と
判
っ
た
時
に
笑
み
が
こ
ぼ
れ
た
、
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

鳥
が
不
思
議
で
あ
る
所
以
は
、
そ
の
時
點
で
は
ど
こ
か
ら
來
て
ど
こ
へ
と
歸
る
の
か
が
不
明
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
表

現
を
支
え
て
い
る
の
は
「
紫
煙
」
で
あ
る
。
こ
の
詩
に
お
い
て
「
鳥
」
は
、「
靑0

」
い
こ
と
に
よ
っ
て
暗
示
さ
れ
つ
つ
も
、
手
紙
の
差
出
人

が
判
明
す
る
ま
で
は
「
紫
煙
」
に
よ
っ
て
正
體
不
明
の
ま
ま
な
の
で
あ
り
、
ま
た
、
判
明
し
た
後
は
、
衜
士
が
飛
ば
し
た
「
鳥
」
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
が
か
え
っ
て
「
紫
煙
」
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
て
い
る
。「
紫
煙
」
は
こ
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

現
實
的
世
界
の
側
に
幻
想
的
世
界
を
現
出
さ
せ
る
爲
に
、
李
白
は
「
紫
煙
」
を
用
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

次
に
、
同
じ
よ
う
に
「
元
丹
丘
」
に
關
わ
る
詩
「
元
丹
丘
の
歌
（
元
丹
丘
歌
）」（
郁
氏
『
校
注
』
八
一
六
頁
）
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
紫

煙
」
を
見
た
い
。「
暮
れ
に
は
嵩
岑
の
紫
煙

0

0

に
還
る
（
暮
還
嵩
岑
之
紫
煙

0

0

）」
と
、「
元
丹
丘
」
が
衜
敎
の
聖
地
で
あ
る
「
嵩
山
の
高
い
峰

（
嵩
岑
）」
に
「
紫
煙
」
が
漂
う
な
か
還
っ
て
い
く
、
と
い
う
。
そ
の
後
詩
中
で
は
、「
三
十
六
」
も
の
峰
々
を
ぐ
る
ぐ
る
と
巡
っ
て
い
る
う

ち
に
星
や
虹
を
踏
み
な
が
ら
進
ん
で
行
く
よ
う
に
な
り
（「
三
十
六
峰
長
周
旋
、
長
周
旋
、
躡
星
虹
」）、
つ
い
に
は
空
を
飛
ぶ
龍
に
跨
が
り

風
の
う
な
り
を
耳
に
し
な
が
ら
黃
河
を
橫
ぎ
り
海
を
ま
た
い
で
天
に
ま
で
到
る
（「
身
騎
飛
龍
耳
生
風
、
橫
河
跨
海
與
天
通
」）
と
、「
元
丹

丘
」
が
現
實
的
世
界
の
中
で
、
徐
々
に
現
實
離
れ
の
度
合
い
を
増
し
た
行
動
を
し
て
い
く
。
こ
こ
で
も
、
幻
想
的
世
界
が
現
實
的
世
界
の

側
に
現
れ
出
て
い
る
。
そ
の
幻
想
の
始
ま
り
で
あ
る
「
嵩
山
の
高
い
峰
（
嵩
岑
）」
に
、
李
白
は
「
紫
煙
」
を
漂
わ
せ
て
い
る
。

こ
の
「
紫
煙
」
は
「
元
丹
丘
」
に
對
し
て
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
譯
で
は
な
い
。
相
手
を
仙
人
の
よ
う
に
扱
う
「
高
尊
師
如
貴
衜
士
が

衜
籙
を
傳
へ
畢
り 

北
海
に
歸
る
を
餞
し
奉
る
（
奉
餞
高
尊
師
如
貴
衜
士
傳
衜
籙
畢
歸
北
海
）」（
郁
氏
『
校
注
』
二
〇
八
八
頁
）
で
も
、
す

で
に
仙
人
の
域
に
入
っ
た
衜
士
が
不
思
議
な
こ
と
を
起
こ
す
ま
さ
に
そ
の
場
所
に
「
紫
煙
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
題
名
よ
り
、
李
白
が

「
尊
師
」
と
い
う
敬
称
を
つ
け
て
呼
ん
で
い
る
「
高
如
貴
」
と
い
う
衜
士
が
、
李
白
に
「
衜
籙
」
を
す
っ
か
り
授
け
て
、「
北
海
」
に
歸
ろ

う
と
し
て
い
る
の
を
見	

る
に
際
し
て
、
こ
の
詩
を
贈
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

	

1	

衜

不
可
見
、
靈
書
藏
洞
天　
　
　

衜
は

れ
て
見
る
べ
か
ら
ず
、
靈
書
は
洞
天
に
藏
す
。

	

3	

吾
師
四
萬
劫
、
歷
世
遞
相
傳　
　
　

吾
が
師
四
萬
劫
、
歷
世
遞た
が

ひ
に
相
傳
ふ
。
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5	

別
杖
留
靑
竹
、
行
歌
躡
紫
煙

0

0　
　
　

別
杖 

靑
竹
を
留
め
、
行
歌 

紫
煙

0

0

を
躡ふ

む
。

	
7	

離
心
無
遠
近
、
長
在
玉
京
懸　
　
　

離
心 

遠
近
無
く
、
長
く
玉
京
に
在
っ
て
懸
る
。

詩
中
で
は
、「
吾
が
師
（
吾
師
）」
で
あ
る
「
高
如
貴
」
が
「
洞
天
」
に
藏
し
た
「
靈
書
」
を
「
四
萬
劫
」
す
な
わ
ち
四
萬
世
も
の
長
き

に
わ
た
っ
て
傳
え
て
い
る
と
表
現
し
て
い
る
。
當
然
こ
れ
は
仙
人
で
な
け
れ
ば
爲
し
得
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
（「
訪
衜
安
陵
遇
蓋
寰
爲
予
造

真
籙
臨
別
留
贈
」〔
郁
氏
『
校
注
』
一
二
一
二
頁
〕
で
は
「
高
如
貴
」
の
こ
と
を
「
北
海
仙0

」
と
ま
で
言
う
）。
そ
の
よ
う
な
「
高
如
貴
」

が
、
普
通
の
人
閒
の
よ
う
に
「
北
海
」
へ
と
歸
っ
て
い
く
は
ず
が
な
い
。
そ
こ
で
李
白
は
「
別
杖 

靑
竹
を
留
め
、
行
歌 

紫
煙

0

0

を
躡
む
（
別

杖
留
靑
竹
、
行
歌
躡
紫
煙

0

0

）」
と
、「
紫
煙
」
を
用
い
て
表
現
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

「
別
杖
」
と
「
靑
竹
」
は
『
後
漢
書
』
卷
八
十
二
「
方
術
列
傳
」
の
「
費
長
房
傳
」
に
見
え
る
話
を
典
故
と
し
て
い
る
。
ま
ず
「
靑
竹
」
は
、

謫
仙
人
で
あ
る
「
壺
公
」
に
「
費
長
房
」
が
衜
を
求
め
て
弟
子
入
り
す
る
際
に
、
壺
公
か
ら
自
分
の
背
丈
ほ
ど
の
「
靑
竹
」
を
渡
さ
れ
、

そ
れ
を
言
い
つ
け
通
り
に
身
代
わ
り
と
し
て
家
の
軒
下
に
つ
る
し
て
お
く
と
、
家
人
に
は
費
長
房
が
首
を
く
く
っ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
よ

う
に
見
え
た
た
め
葬
っ
た
、
と
い
う
部
分
。
ま
た
「
別
杖
」
は
、
い
よ
い
よ
費
長
房
が
家
に
歸
る
段
に
な
る
と
、
壺
公
は
ま
た
竹
の
「
杖
」

を
渡
し
て
き
て
、
そ
れ
に
跨
が
れ
ば
す
ぐ
に
歸
り
着
く
、
家
に
着
い
た
ら
投
げ
捨
て
ろ
と
言
う
。
家
に
着
き
、
さ
っ
そ
く
言
い
つ
け
通
り

そ
の
杖
を
投
げ
捨
て
て
見
て
み
る
と
、
實
は
そ
の
杖
は
龍
だ
っ
た
、
と
い
う
部
分
で
あ
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
李
白
の
「
別0

杖0

留
靑0

竹0

、
行
歌
躡
紫
煙
。
離
心
無
遠
近
、
長
在
玉
京
懸
」
は
次
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
。「『
吾
が

師
』
で
あ
る
『
高
如
貴
』
が
『
北
海
』
に
歸
る
の
に
、
か
の
壺
公
が
別
れ
に
際
し
て
費
長
房
に
渡
し
た
と
い
う
、
龍
が
も
と
に
な
っ
た

『
杖
』
に
跨
が
っ
て
お
歸
り
に
な
る
が
、
せ
め
て
費
長
房
が
身
を

す
前
に
家
人
に
殘
し
た
『
靑
竹
』
を
よ
す
が
と
し
て
留
め
て
い
た
だ
き

た
い
も
の
で
す
、
そ
し
て
あ
な
た
は
歌
い
な
が
ら
『
紫
煙
』
を
踏
ん
で
空
を
飛
ん
で
歸
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。
遠
く
離
れ
て
も
心
は
離
れ

ま
せ
ん
、
あ
な
た
を
思
う
わ
た
し
の
心
は
天
帝
の
居
ら
れ
る
『
玉
京
』
に
ず
っ
と
ず
っ
と
掛
か
っ
て
い
ま
す
」
と
。

「
高
如
貴
」
が
龍
の
「
杖
」
に
跨
が
り
「
北
海
」
へ
と
歸
る
際
に
、
歌
い
な
が
ら
「
紫
煙
」
を
踏
ん
で
空
を
飛
ん
で
歸
る
、
と
李
白
は
表
現

し
て
い
る
。
こ
の
例
で
も
、
衜
士
が
不
思
議
な
こ
と
を
起
こ
す
ま
さ
に
そ
の
場
所
に
「
紫
煙
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
他
に
も
、
相
手
を
仙
女
の
よ
う
に
扱
う
「
嵩
山
の
焦
鍊
師
に
贈
る 

并
び
に
序
（
贈
嵩
山
焦
鍊
師
并
序
）」（
郁
氏
『
校
注
』
一
一
八

三
頁
）
で
も
、
李
白
は
「
焦
鍊
師
」
と
呼
ば
れ
る
位
の
高
い
女
衜
士
の
山
中
で
の
樣
子
を
描
寫
す
る
際
に
、「
紫
煙
」
が
漂
う
中
で
生
活
し

（
9
）
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世
界
中
を
飛
び
回
っ
て
い
る
と
、
ま
る
で
仙
女
で
あ
る
か
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。
ま
た
、
前
節
で
取
り
あ
げ
た
「
鳴
皋
の
歌 

從
翁
清

の
五
崖
山
居
に
歸
る
を
餞
し
奉
る
」
詩
で
も
、
李
白
は
衜
士
に
と
っ
て
特
別
な
枝
を
手
折
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
依
頼
し
つ
つ
、「
從
翁
清
」

が
山
へ
と
歸
る
そ
の
衜
に
「
紫
煙
」
を
漂
わ
せ
て
い
る
。
以
上
の
例
は
全
て
衜
士
と
關
係
し
て
「
紫
煙
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。

最
後
に
、
衜
士
が
直
接
何
か
を
起
こ
す
か
ど
う
か
と
は
關
係
無
く
「
紫
煙
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
例
と
し
て
「
秋
浦
の
歌
十
七
首
」
其

十
四
（
郁
氏
『
校
注
』
九
一
七
頁
）
を
見
て
み
よ
う
。
詩
中
の
「
爐
火
」
を
何
如
に
解
釋
す
る
か
歷
代
の
意
見
が
分
か
れ
て
い
た
が
、「
王

琦
注
」
以
降
、
鑛
山
の
樣
子
を
描
い
た
も
の
だ
と
い
う
説
が
ど
う
や
ら
定
説
と
な
っ
て
い
る
。

	

1	

爐
火
照
天
地
、
紅
星
亂
紫
煙

0

0　
　
　

爐
火 

天
地
を
照
ら
し
、
紅
星 

紫
煙

0

0

を
亂
す
。

	

3	

郎
明
月
夜
、
歌
曲
動
寒
川　
　
　

郎 

月
夜
に
明
ら
み
、
歌
曲 

寒
川
を
動
か
し
む
。

確
か
に
「
爐
の
火
は
天
地
を
照
ら
し
、
そ
こ
か
ら
飛
び
散
る
紅
い
星
の
よ
う
な
火
花
は
あ
た
り
に
漂
う
紫
煙

0

0

を
亂
す
。

郎
（
爐
の
火

に
燒
か
れ
て
赤
く
な
っ
た
顏
を
し
た
鑛
山
の
男
逹
）
は
月
明
か
り
に
照
ら
さ
れ
て
夜
に
輝
き
、
彼
ら
の
歌
聲
が
寒
々
と
し
た
川
を
も
搖
る

が
し
て
い
る
」
と
解
釋
で
き
よ
う
。
た
だ
李
白
は
、
少
な
く
と
も
そ
れ
を
幻
想
的
に
描
い
て
い
る
。

例
え
ば
「
爐
の
火
」
が
「
天
地
（
こ
の
世
界
）」
を
照
ら
し
、「
紅
い
星
（
本
來
は
夜
空
に
浮
か
ぶ
も
の
）」
が
そ
こ
に
漂
う
「
紫
煙
」
を

か
き
亂
す
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
文
字
通
り
に
受
け
取
れ
ば
こ
の
世
界
を
覆
う
ほ
ど
壯
大
で
幻
想
的
で
あ
る
。
特
に
幻
想
的
な
こ
の
前
半

二
句
に
、
李
白
は
「
紫
煙
」
を
漂
わ
せ
る
。
ま
た
後
半
二
句
も
、
男
逹
が
月
明
か
り
に
照
ら
さ
れ
て
輝
き
、
そ
の
（
力
强
い
）
歌
聲
が
寒
々

と
し
た
（
活
動
的
で
な
い
、
あ
る
い
は
、
動
き
を
止
め
て
い
た
）
川
を
搖
り
動
か
す
、
と
寫
實
的
な
表
現
で
は
無
く
比
喩
的
な
表
現
で
あ

る
。
最
終
的
に
は
「
王
琦
注
」
に
從
い
鑛
山
の
こ
と
を
描
い
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
こ
に
「
方
士
の
煉
丹
の

爐
火
」（
楊
齊
賢
注
）
な
ど
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
な
る
重
層
的
な
解
釋
の
餘
地
も
あ
り
得
る
。
そ
れ
ら
を
同
時
に
含
み
持
つ
懷
の
深
い
イ
メ
ー

ジ
も
、
そ
こ
に
漂
う
「
紫
煙
」
が
可
能
に
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

以
上
、
李
白
が
「
紫
煙
」
を
詠
み
込
ん
だ
詩
で
は
、
程
度
の
差
は
あ
れ
、
ど
れ
も
現
實
的
世
界
で
は
起
こ
り
得
な
い
幻
想
的
な
こ
と
が
、

さ
も
當
然
の
よ
う
に
現
實
的
世
界
の
中
に
現
れ
て
お
り
、
幻
想
的
世
界
と
現
實
的
世
界
と
の
閒
に
一
線
を
劃
そ
う
と
す
る
姿
勢
は
見
え
な

か
っ
た
。
む
し
ろ
そ
の
境
界
線
を
曖
昧
に
し
て
、
常
識
の
支
配
す
る
現
實
的
世
界
の
側
に
幻
想
的
世
界
を
呼
び
込
む
機
能
を
「
紫
煙
」
が

果
た
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

（
10
）
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三　

李
白
の
「
白
雲
」　

三
つ
の
特
徵
的
な
パ
タ
ー
ン

次
に
、
前
節
で
見
た
傾
向
が
「
紫
煙
」
特
有
の
も
の
な
の
か
、「
白
雲
」
と
比
較
す
る
こ
と
で
見
出
し
た
い
。
李
白
の
「
白
雲
」
の
用
い

方
を
檢
討
す
る
と
、
特
徵
的
な
も
の
と
し
て
次
の
①
～
③
の
型
に
整
理
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。

①	

『
歸
藏
』「
有
白
雲
、
出
自
蒼
梧
入
於
大
梁
」
を
踏
ま
え
る
「
白
雲
」

い
わ
ゆ
る
「
三
易
」
の
ひ
と
つ
『
歸
藏
』
啓
筮
に
「
有
白
雲
、
出
自
蒼
梧
入
于
大
梁
」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
た
型
で
あ
る
。
こ
の
型
に

つ
い
て
は
森
博
行
氏
の
「
白
雲
は
な
ぜ
蒼
梧
に
滿
ち
た
の
か
―
李
白
『
晁
卿
衡
を
哭
す
』
詩
に
つ
い
て
―
」（
二
〇
一
一
年
）
と
い
う

論
證
に
全
面
的
に
從
う
。
主
に
、
李
白
が
阿
倍
仲
麻
呂
を
悼
ん
で
詠
ん
だ
と
し
て
有
名
な
「
晁
卿
衡
を
哭
す
（
哭
晁
卿
衡
）」
詩
の
結
句

「
白
雲 

愁
色 

蒼
梧
に
滿
つ
（
白
雲
愁
色
滿
蒼
梧
）」
に
見
え
る
「
白
雲
」
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

森
氏
は
ま
ず
、
李
白
が
『
歸
藏
』
に
「
白
雲
、
蒼
梧
よ
り
出
で
、
大
梁
に
入
る
あ
り
」
と
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
「
白
雲
」
と
「
蒼
梧
」

を
「
一
組
の
言
葉
と
意
識
」
し
、
こ
れ
ら
を
他
の
「
知
人
と
の
交
友
を
う
た
っ
た
作
品
」
で
も
用
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
上

で
「『
李
白
全
集
編
年
注
釋
（
中
）』（
一
〇
六
六
頁
）」
な
ど
の
注
釋
書
を
引
き
「
白
雲
」
が
李
白
自
身
の
比
喩
だ
と
す
る
解
釋
が
あ
り
得

る
こ
と
を
示
し
、
最
終
的
に
「
晁
卿
衡
を
哭
す
」
詩
の
「
白
雲 

愁
色 

蒼
梧
に
滿
つ
」
の
「
白
雲
」
は
「
阿
倍
仲
麻
呂
の
死
を
い
た
む
他

な
ら
ぬ
李
白
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
る
。

い
さ
さ
か
補
足
す
れ
ば
「
蒼
梧
」（「
九
疑
山
」）
が
舜
の
死
と
そ
の
死
を
悼
む
二
人
の
妻
の
淚
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
伴
う
土
地
で
あ
る
こ

と
も
時
に
關
係
す
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
少
な
く
と
も
こ
の
型
で
幻
想
的
な
世
界
が
現
實
的
世
界
の
中
に
現
れ
出
て
く
る
よ
う
な
こ
と
は
な

い
。

②	

『
穆
天
子
傳
』
の
「
西
王
母
」
の
歌
を
踏
ま
え
る
「
白
雲
」

次
は
、『
穆
天
子
傳
』
を
典
故
と
し
た
「
白
雲
」
の
型
で
あ
る
。
次
に
示
す
『
穆
天
子
傳
』
卷
三
に
基
づ
き
、
周
の
穆
王
と
西
王
母
と
の

閒
で
應
酬
さ
れ
た
歌
に
含
ま
れ
る
「
白
雲
」
で
、
主
に
「
白
雲
唱
」・「
白
雲
歌
」
と
い
う
形
で
用
い
ら
れ
る
。

（
11
）

（
12
）

（
13
）

（
14
）
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天
子
（
穆
王
）
は
瑤
池
の
ほ
と
り
で
西
王
母
と
酒
を
酌
み
交
わ
し
た
。
西
王
母
が
天
子
の
爲
に
唱
っ
た
「
白
雲

0

0

は
（
空
高
い
）
天
に

あ
っ
て
、（
こ
の
あ
た
り
の
）
山
稜
は
そ
の
雲
閒
か
ら
顏
を
出
し
て
い
ま
す
（
そ
れ
ほ
ど
高
い
場
所
に
い
ま
我
々
は
い
ま
す
）。（
あ
な

た
の
地
か
ら
こ
こ
ま
で
の
）
衜
の
り
は
は
る
か
遠
く
、
そ
の
閒
に
は
（
乘
り
越
え
て
く
る
に
は
困
難
な
）
多
く
の
山
や
川
が
あ
り
ま

す
。
願
わ
く
は
ど
う
ぞ
あ
な
た
が
死
ぬ
こ
と
な
く
、
再
び
こ
う
し
て
こ
こ
に
戻
っ
て
こ
ら
れ
ま
す
こ
と
を
」
と
。

	
	
	

天
子
觴
西
王
母
於
瑤
池
之
上
、
西
王
母
爲
天
子
謠
曰
「
白
雲

0

0

在
天
、
山
陵
自
出
。
衜
里
悠
遠
、
山
川
閒
之
。
將
子
無
死
、
尚
能
復

來
。」

天
に
近
い
高
度
の
場
所
で
西
王
母
が
天
子
の
た
め
に
詩
を
贈
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
別
離
す
る
相
手
と
の
無
事
の
再
會
を
願
っ
て
い
る

こ
と
な
ど
が
特
徵
と
し
て
擧
げ
ら
れ
る
。

典
型
的
な
例
と
し
て
、
李
白
の
「
五
松
山
に
て
殷
淑
を

る
（
五
松
山

殷
淑
）」（
凡
十
二
句
・
郁
氏
『
校
注
』
二
二
二
九
頁
）
を
見

よ
う
。「
殷
淑
」
は
李
白
の
友
人
で
「
中
林
子
」
な
る
衜
名
を
も
つ
衜
士
で
あ
る
。「
五
松
山
」
で
彼
を
見

る
宴
席
で
の
詩
で
あ
り
、
宴

の
樣
子
を
描
い
た
箇
所
（
第
5
～
8
句
）
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
こ
の
五
松
山
ま
で
酒
を
運
び
、
醉
い
ど
れ
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
山
上
で

西
王
母
が
再
會
を
期
し
て
別
れ
る
相
手
の
無
事
を
願
っ
た
と
い
う
白
雲
の
歌
を
う
た
う
。（
載
酒
五
松
山
、
頹
然
白
雲
歌

0

0

0

。）
／
そ
ん
な
こ

と
を
し
て
い
る
う
ち
に
夜
空
に
浮
か
ん
で
い
た
月
が
い
つ
し
か
西
に
傾
い
て
、
い
ま
に
も
遙
か
萬
里
の
彼
方
に
ま
で
遠
の
い
て
し
ま
う
。

（
中
天
度
落
月
、
萬
里
遙
相
過
。）」

詩
を
贈
る
相
手
は
天
子
で
は
な
い
。
し
か
し
舞
台
が
「
五
松
山0

」
と
い
う
高
度
の
あ
る
場
所
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
西
王
母
が
相

手
の
無
事
を
願
い
再
會
を
期
し
た
意
味
を
込
め
、
李
白
は
「
白
雲
の
歌
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

別
す

る
相
手
は
衜
士
で
は
あ
る
が
、
詩
中
で
幻
想
的
な
こ
と
は
何
も
起
こ
ら
な
い
。
現
實
的
な
世
界
觀
の
中
で
、
相
手
と
の
惜
別
の
時
閒
が
過

ぎ
て
い
く
詩
で
あ
る
。

こ
の
型
の
「
白
雲
」
は
、
他
に
も
「
金
門
に
て
蘇
秀
才
に
答
ふ
（
金
門
答
蘇
秀
才
）」（
郁
氏
『
校
注
』
二
二
八
五
頁
）
に
用
い
ら
れ
て

い
る
。
翰
林
院
と
い
う
天
上
に
も
比
す
べ
き
場
所
で
天
子
の
た
め
に
詩
を
呈
す
る
立
場
で
あ
る
李
白
自
ら
の
姿
を
「
屢
々 

白
雲
の
唱

0

0

0

0

を

忝か
た
じ
け
な
く
し
、
恭
し
く
黃
竹
の
篇
を
聞
く
（
屢
忝
白
雲
唱

0

0

0

、
恭
聞
黃
竹
篇
）」
と
、
天
に
近
い
高
い
場
所
に
い
て
西
王
母
が
天
子
に
歌
を
贈
っ
た

例
に
な
ぞ
ら
え
て
表
現
し
て
い
る
。『
穆
天
子
傳
』
に
ま
つ
わ
る
「
白
雲
唱
」
と
「
黃
竹
篇
」
と
い
う
二
つ
の
典
故
を
對つ
い

に
し
て
用
い
て
い

（
15
）

（
16
）
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る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
例
で
も
詩
中
で
幻
想
的
な
こ
と
は
起
こ
ら
な
い
。

そ
も
そ
も
『
穆
天
子
傳
』
自
體
が
西
王
母
や
「
瑤
池
」
で
の
宴
な
ど
、
本
來
は
幻
想
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
は
ず
の
題
材
で
あ
る
が
、

い
ま
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
典
故
を
用
い
た
李
白
の
詩
で
は
、
幻
想
的
な
世
界
が
現
實
的
世
界
の
中
に
現
れ
出
て
く
る
よ
う
な
こ
と
は

な
い
。
あ
く
ま
で
現
實
的
な
世
界
觀
の
中
で
、
比
喩
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

③	

陶
淵
明
の
よ
う
な
世
俗
を
離
れ
た
隱
者
の
世
界
を
表
す
「
白
雲
」

最
後
に
、
陶
淵
明
の
よ
う
な
世
俗
を
離
れ
た

者
の
世
界
を
表
す
も
の
と
し
て
「
白
雲
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
型
で
あ
る
。
最
も
典
型

的
な
「
尋
陽
の
紫
極
宮
に
て
秋
に
感
じ
て
の
作
（
尋
陽
紫
極
宮
感
秋
作
）」（
凡
十
六
句
・
郁
氏
『
校
注
』
三
〇
九
四
頁
）
を
見
て
み
よ
う
。

李
白
に
と
っ
て
の
「
紫
煙
」
と
「
白
雲
」
と
の
差
異
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
最
も
示
唆
に
富
む
例
で
あ
る
。

	

1	

何
處
聞
秋
聲
、
翛
翛
北
牕
竹　
　
　

何
れ
の
處
か
秋
聲
を
聞
く
、
翛
翛
た
る
北
牕
の
竹
。

	

3	

迴
薄
萬
古
心
、
攬
之
不
盈
掬　
　
　

迴
薄
す
る
萬
古
の
心
、
之
を
攬
ら
ん
と
す
る
も
掬
ふ
に
盈
た
ず
。

	

5	

靜
坐
觀
衆
妙
、
浩
然
媚
幽
獨　
　
　

靜
坐
し
て
衆
妙
を
觀
て
、
浩
然
と
し
て
幽
獨
に
媚
ぶ
。

	

7	

白
雲
南
山
來
、
就
我
簷
下
宿　
　
　

白
雲 

南
山
よ
り
來
た
り
、
我
に
就
き
て
簷
下
に
宿
る
。

	

9	

嬾
從
唐
生
決
、
羞
訪
季
主
卜　
　
　

從
ふ
を
嬾お
こ
たる 

唐
生
の
決
す
る
に
、
訪
ふ
を
羞
づ 

季
主
の
卜
す
る
を
。

	

11	

四
十
九
年
非
、
一
往
不
可
復　
　
　

四
十
九
年
の
非
、
一
た
び
往
き
て 

復
す
べ
か
ら
ず
。

	

13	

野
情
轉
蕭
散
、
世
衜
有
翻
覆　
　
　

野
情 

轉
た
蕭
散
た
り
、
世
衜 

翻
覆 

有
り
。

	

15	

陶
令
歸
去
來
、
田
家
酒
應
熟　
　
　

陶
令 

歸か
へ
り
な
ん
い
ざ

去
來
、
田
家 

酒 

應
に
熟
す
べ
し
。

潯
陽
郡
（
江
州
）
に
あ
る
「
紫
極
宮
」
と
い
う
衜
觀
に
て
「
秋
」
に
感
じ
て
の
作
品
で
あ
る
。
他
な
ら
ぬ
衜
觀
と
い
う
衜
士
の
活
動

點
で
、
陶
淵
明
の
よ
う
な
世
俗
を
離
れ
た

者
の
世
界
へ
の
憧
れ
を
詠
み
込
ん
だ
詩
で
あ
る
。

ま
ず
は
前
半
八
句
で
、
衜
觀
か
ら
去
ろ
う
と
思
う
に
至
る
心
の
動
き
を
景
物
と
と
も
に
詠
み
、
そ
の
最
後
に
陶
淵
明
の
典
故
を
用
い
て

い
る
。「
ど
こ
か
ら
か
秋
の
音
が
聞
こ
え
て
き
た
か
と
思
う
と
、
北
窓
の
向
こ
う
に
ひ
ろ
が
る
竹
林
を
搖
ら
し
て
風
が
吹
き
ぬ
け
て
い
る
。

／
萬
古
よ
り
絕
え
閒
な
く
變
化
し
て
き
た
秋
の
心
を
そ
の
風
が
わ
き
あ
が
ら
せ
る
が
、
わ
が
手
に
捉
え
よ
う
と
し
て
も
兩
手
で
も
そ
の
心
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を
掬
え
は
し
な
い
。
／
そ
こ
で
靜
か
に
座
っ
て
老
子
の
い
う
衆
妙
を
見
つ
め
て
い
る
と
、
こ
う
し
て
浩
然
と
正
氣
を
み
な
ぎ
ら
せ
つ
つ
獨

り
で
ひ
っ
そ
り
と
い
ら
れ
る
こ
と
が
喜
ば
し
く
感
じ
ら
れ
る
。
／
そ
ん
な
心
持
ち
で
い
る
と
、
陶
淵
明
が
眺
め
た
で
あ
ろ
う
南
山
か
ら
白0

雲0

が
や
っ
て
き
て
、
か
の

者
の
生
活
を
見
守
っ
て
い
た
よ
う
に
こ
の
衜
觀
の
軒
端
に
留
ま
り
わ
た
し
を
同
じ
隱
者
の
生
活
に
誘
う
よ
う

だ
」
と
。

そ
し
て
後
半
八
句
で
は
、
唐
擧
・
季
主
・
蘧
伯
玉
の
典
故
を
用
い
て
、
自
身
の
來
し
方
の
不
遇
を
振
り
﨤
り
、
最
後
に
再
び
陶
淵
明
の

典
故
を
用
い
て
、
衜
觀
を
去
ろ
う
と
す
る
心
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。「
い
ま
さ
ら
人
相
を
見
て
壽
命
の
判
る
唐
擧
に
會
う
の
も
面
倒
で
あ
る

し
、
今
後
を
占
っ
て
も
ら
い
に
司
馬
季
主
に
會
い
に
行
く
の
も
恥
ず
か
し
く
感
じ
る
。
／
蘧
伯
玉
が
五
十
歲
の
時
に
自
身
の
こ
れ
ま
で
を

振
り
﨤
り
、
こ
れ
ま
で
の
四
十
九
年
閒
の
閒

い
を
知
っ
た
よ
う
に
、
わ
た
し
も
こ
れ
ま
で
の
人
生
の
失
敗
を
振
り
﨤
る
け
れ
ど
も
、
ひ

と
た
び
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
も
の
は
取
り
﨤
し
が
つ
か
な
い
。
／
野
に
あ
り
た
い
と
い
う
思
い
が
わ
た
し
を
ま
す
ま
す
こ
だ
わ
り
な
く
さ
っ

ぱ
り
と
し
た
心
持
ち
に
さ
せ
る
、
ど
う
せ
こ
の
世
の
中
は
何
事
も
す
ぐ
ひ
っ
く
り
﨤
っ
て
落
ち
着
か
な
い
も
の
だ
。
／
か
の
陶
淵
明
が
彭

澤
の
縣
令
の
職
を
捨
て
て
田
舎
暮
ら
し
に
歸
っ
て
い
っ
た
よ
う
に
、
わ
た
し
も
歸
る
と
し
よ
う
、
あ
の
田
舎
の
家
で
は
ち
ょ
う
ど
酒
が
ほ

ど
よ
く
釀
さ
れ
た
頃
だ
ろ
う
」
と
。

こ
の
詩
に
お
け
る
「
白
雲
」
は
、
こ
こ
「
紫
極
宮
」
に
も
と
か
ら
漂
っ
て
い
た
譯
で
は
な
く
、
他
所
か
ら
や
っ
て
き
て
こ
こ
に
留
ま
る
。

陶
淵
明
「
飮
酒
二
十
首
」
其
五
に
「
悠
然
と
し
て
南
山
を
見
る
（
悠
然
見
南
山
）」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
て
、
世
俗
を
離
れ
た
陶
淵
明
が
悠

然
と
し
た
氣
持
ち
で
眺
め
た
、
か
の
「
南
山
」
か
ら
や
っ
て
來
た
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
「
白
雲
」
は
、
同
じ
く
陶
淵
明
が

「
擬
古
九
首
」
其
五
で

者
の
住
ま
い
の
描
寫
と
し
て
「
靑
松 

路
を
夾
み
て
生
じ
、
白
雲

0

0 

簷
端
に
宿
る
（
靑
松
夾
路
生
、
白
雲

0

0

宿
簷
端
）」

と
詠
み
、
そ
の

者
の
生
活
を
見
守
る
よ
う
に
、

者
の
住
ま
い
に
漂
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
詩
の
最
後
で
、「
歸
去
來
兮
」
と
、
陶
淵
明
「
歸
去
來
兮
辭
」
に
お
け
る
田
園
へ
と
歸

す
る
際
の
訣
別
の
言
葉
を
、
李
白
は
ほ
ぼ

そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
。「
田
家 

酒 

應
に
熟
す
べ
し
」
も
、
陶
淵
明
が
憧
れ
の
田
園
生
活
を
詠
ん
だ
「
園
田
の
居
に
歸
る
五
首
（
歸
園
田

居
五
首
）」
其
五
で
、
隣
人
と
の
交
わ
り
を
詠
み
込
ん
だ
「
我
が
新
熟
の
酒
を
漉
し
、
隻
鷄
も
て
近
局
を
招
く
（
漉
我
新
熟
酒
、
隻
鷄
招
近

局
）」
な
ど
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
た
表
現
だ
と
理
解
で
き
よ
う
。

李
白
が
衜
觀
を
離
れ
て
向
か
お
う
と
し
て
い
る
の
は
「
田
家
」
で
あ
る
。
そ
れ
が
具
體
的
に
ど
こ
で
あ
る
の
か
は
こ
の
際
あ
ま
り
重
要

（
17
）

（
18
）
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で
は
な
い
。
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
「
田
家
」
が
、
陶
淵
明
が
描
い
た
、
世
俗
を
離
れ
た

者
の
世
界
の
イ
メ
ー
ジ
を
丁
寧
に
重
ね
て
表

現
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

者
と
し
て
の
生
活
と
衜
士
と
し
て
の
生
活
、
そ
の
ど
ち
ら
も
が
李
白
に
と
っ
て
大
差
の
無
い
も
の
で
あ

れ
ば
、
衜
觀
を
離
れ
て

者
の
生
活
に
向
か
う
必
要
は
無
い
は
ず
で
あ
る
。
李
白
は
今
い
る
衜
觀
と
い
う
衜
士
の
活
動

點
を
離
れ
「
田

家
」
に
向
か
お
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
李
白
を
迎
え
に
來
た
か
の
よ
う
に
、
陶
淵
明
の
描
い
た

者
の
住
ま
い
に
漂
う
「
白
雲
」
を
こ
の

衜
觀
に
同
じ
よ
う
に
用
い
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
「
白
雲
」
は
、
ま
さ
に
陶
淵
明
の
世
界
で
あ
る
「
南
山
」
か
ら
來
た
と
さ
れ
て
い
る
。

陶
淵
明
の
よ
う
な
世
俗
を
離
れ
た

者
の
世
界
を
表
す
も
の
と
し
て
、
李
白
が
「
白
雲
」
を
用
い
て
い
る
と
見
る
こ
と
に
無
理
は
な
い
で

あ
ろ
う
。

こ
の
型
の
例
と
し
て
「
終
南
山
を
望
み
紫
閣

者
に
寄
す
（
望
終
南
山
寄
紫
閣

者
）」（
郁
氏
『
校
注
』
一
五
八
一
頁
）
も
あ
る
。「
門

を
出
で
て
南
山
を
見
る
に
、
領
を
引
き
て
意 

限
り
無
し
（
出
門
見
南
山
、
引
領
意
無
限
）」
と
、

者
が
い
る
終
南
山
の
紫
閣
峰
を
遠
く

眺
め
や
り
、
い
つ
の
日
か
あ
な
た
の
も
と
に
向
か
い
た
い
、
と
思
い
を
寄
せ
て
い
る
。
そ
の

者
が
暮
ら
し
て
い
る
邊
り
を
、
や
は
り
李

白
は
「
時
有
り
て
白
雲

0

0

起
り
、
天
際
自
ら
舒
卷
す
（
有
時
白
雲

0

0

起
、
天
際
自
舒
卷
）」
と
描
寫
す
る
。
こ
れ
ら
陶
淵
明
の
よ
う
な
「
白
雲
」

漂
う

者
の
世
界
に
も
、
幻
想
的
な
こ
と
が
持
ち
込
ま
れ
る
例
は
見
當
た
ら
な
い
。

以
上
の
三
つ
の
型
が
、
李
白
の
「
白
雲
」
の
特
徵
的
な
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
は
擧
げ
き
れ
な
か
っ
た
が
、
取
り
立
て
て
特
徵

的
な
意
味
を
讀
み
取
れ
な
い
た
だ
の
景
物
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
例
も
少
な
く
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
ど
れ
に
も
共
通
し
て
、「
白
雲
」

を
詠
み
込
む
こ
と
で
詩
中
に
幻
想
的
世
界
が
廣
が
る
例
は
見
當
た
ら
な
い
。

四　

幻
想
的
世
界
を
呼
び
込
ま
な
い
「
白
雲
」

李
白
の
「
白
雲
」
が
詩
中
に
幻
想
的
世
界
を
呼
び
込
む
こ
と
は
無
い
の
か
。
最
も
特
徵
的
な
「
王
漢
陽
に
贈
る
（
贈
王
漢
陽
）」（
郁
氏

『
校
注
』
一
四
一
九
頁
）
を
見
て
み
よ
う
。「
漢
陽
」
の
縣
令
で
あ
る
王
某
（
詳
細
は
不
明
）
に
贈
っ
た
詩
で
、
前
章
「
③
」
の
型
を
踏
ま

え
て
い
る
。
詩
中
に
は
「
王
喬
」「
麻
姑
」
な
ど
、
全
體
的
に
仙
人
に
ま
つ
わ
る
言
葉
が
ち
り
ば
め
ら
れ
、
本
來
的
に
は
幻
想
的
な
世
界
が

展
開
さ
れ
る
条
件
が
十
全
に
揃
っ
て
い
る
と
言
え
る
。



62慶應義塾中国文学会報　第２号
	

1	

天
落
白
玉
棺
、
王
喬
辭
葉
縣　
　
　

天 

0白
玉
の
棺
を
落
と
し
、
王
喬 

0葉
縣
を
辭
す
。

	

3	

一
去
未
千
年
、
漢
陽
復
相
見　
　
　

一
た
び
去
り
て
未
だ
千
年
な
ら
ざ
る
に
、
漢
陽 

0復
た
相
見
る
。

	
5	

猶
乘
飛
鳧
舄
、
尚
識
仙
人
面　
　
　

猶
ほ
乘
る
飛
鳧
の
舄
、
尚
ほ
識
る
仙
人
の
面
。

	
7	
鬢
髮
何
靑
靑
、
童
顏
皎
如
練　
　
　

鬢
髮 

0何
ぞ
靑
靑
た
る
、
童
顏 

0

と
し
て
練
の
如
し
。

	
9	
吾
曾
弄
海
水
、
淸
淺
嗟
三
變　
　
　

吾 

0曾
て
海
水
を
弄
び
、
淸
淺 

0三
た
び
變
ず
る
を
嗟
す
。

	

11	
果
愜
麻
姑
言
、
時
光
速
流
電　
　
　

果
た
し
て
麻
姑
の
言
に
愜か
な

ひ
、
時
光 

0流
電
よ
り
も
速
や
か
な
り
。

	

13	

與
君
數
杯
酒
、
可
以
窮
歡
宴　
　
　

君
と
數
杯
の
酒
、
以
て
歡
宴
を
窮
む
べ
し
。

	

15	

白
雲

0

0

歸
去
來
、
何
事
坐
交
戰　
　
　

白
雲

0

0 

0歸か
へ
り
な
ん
い
ざ

去
來
、
何
事
か
坐そ
ぞ
ろに
交
戰
す
る
。

前
半
八
句
で
は
、
仙
人
の
王
喬
が
も
と
も
と
同
じ
く
縣
令
と
い
う
立
場
（
王
喬
は
「
葉
縣
」
の
縣
令
で
あ
っ
た
）
で
あ
り
、
且
つ
同
じ

く
王
姓
で
あ
る
た
め
、
王
某
を
持
ち
上
げ
る
た
め
に
二
人
を
重
ね
て
仙
人
扱
い
し
て
表
現
し
て
い
る
。『
後
漢
書
』
王
喬
傳
に
見
え
る
、
網

に
「
舄く
つ

」
だ
け
を
殘
し
て
飛
び
去
っ
た
鳧
や
、
天
が
下
し
た
棺
に
入
っ
て
登
仙
し
た
話
を
典
故
と
す
る
。
次
の
四
句
で
、
わ
た
し
は
海
水

を
觸
っ
て
い
る
う
ち
に
嘆
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
、
東
海
が
三
度
も
桑
田
に
變
わ
っ
た
と
い
う
麻
姑
仙
の
話
の
通
り
、
過
ぎ
る
時
閒
の
早
さ

を
實
感
し
た
か
ら
だ
、
と
い
う
。
最
後
の
四
句
で
、
そ
ん
な
二
人
が
い
ま
酒
を
酌
み
交
わ
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
心
ゆ
く
ま
で
樂
し
も
う

と
締
め
く
く
る
。

全
體
的
に
仙
人
に
ま
つ
わ
る
言
葉
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
實
は
陶
淵
明
の
詩
句
を
典
故
と
し
た
表
現
も
後
半
に
ま
と
め

て
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。「
王
琦
注
」
に
あ
る
通
り
、
第
12
句
「
時
光
速
流
電
」
は
陶
淵
明
「
飮
酒
二
十
首
」
其
三
の

「
一
生 

0復
た
能
く
幾
ば
く
ぞ
、
倐す
み
やか

な
る
こ
と
流
電
の
驚
か
す
が
如
し
（
一
生
復
能
幾
、
倐
如
流
電
驚
）」
に
基
づ
き
、
第
16
句
「
何
事
坐

交
戰
」
は
陶
淵
明
「
詠
貧
士
七
首
」
其
五
の
「
貧
富 

0常
に
交
々
戰
ふ
も
、
衜 

0勝
て
ば
戚う
れ

ふ
る
顏
無
し
（
貧
富
常
交
戰
、
衜
勝
無
戚
顏
）」

に
基
づ
く
。

そ
し
て
、
第
15
句
「
白
雲
歸
去
來
」
の
「
歸
去
來
」
が
陶
淵
明
「
歸
去
來
兮
辭
」
を
當
然
踏
ま
え
る
か
ら
に
は
、
同
じ
句
中
の
「
白
雲
」

も
陶
淵
明
を
意
識
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
李
白
が
陶
淵
明
と
關
連
す
る
「
白
雲
」
を
用
い
る
場
合
、
世

俗
を
離
れ
た

者
の
世
界
を
表
し
て
い
た
。

（
19
）

（
20
）

（
21
）
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仙
人
の
典
故
を
ち
り
ば
め
た
全
體
の
基
調
か
ら
、
一
見
す
る
と
こ
の
最
後
の
二
句
も
、
仙
界

0

0

へ
歸
り
ま
し
ょ
う
と
誘
っ
て
い
る
か
の
よ

う
に
見
え
る
。
し
か
し
「
白
雲
」
が
陶
淵
明
の
よ
う
な
世
俗
を
離
れ
た

0

者0

の
世
界

0

0

0

を
表
す
か
ら
に
は
「
あ
な
た
も
縣
令
な
ど
と
い
っ
た

世
俗
的
な
富
貴
か
ら
離
れ
た
白
雲
の
世
界
で
酒
を
酌
み
交
わ
し
ま
し
ょ
う
よ
、
富
貴
を
捨
て
る
か
捨
て
な
い
か
と
い
っ
た
心
中
の
せ
め
ぎ

合
い
な
ど
何
の
意
味
も
あ
り
ま
せ
ん
よ
」
と
相
手
を
誘
っ
て
い
る
と
解
釋
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
最
後
の
二
句
は
、
詩
中
の
話

者
が
自
身
の
こ
と
を
詠
み
込
ん
で
い
て
「（
あ
な
た
と
酒
を
酌
み
交
わ
し
、
樂
し
い
宴
が
果
て
た
ら
）
わ
た
し
は
白
雲
漂
う
陶
淵
明
の
よ
う

な

者
の
世
界
に
歸
る
と
し
よ
う
、
躊
躇
す
る
こ
と
な
ど
何
も
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
」
と
い
う
理
解
も
成
り
立
つ
。
た
だ
ど
ち
ら
に
せ
よ
、

結
局
こ
の
詩
で
は
あ
く
ま
で
典
故
を
踏
ま
え
て
、
比
喩
と
し
て
相
手
を
若
々
し
い
姿
の
仙
人
に
喩
え
て
い
る
だ
け
で
、
眼
前
に
廣
が
る
現

實
と
し
て
、
現
實
的
世
界
の
中
で
幻
想
的
な
こ
と
が
起
き
て
い
る
よ
う
に
は
何
一
つ
表
現
さ
れ
て
い
な
い
。
幻
想
的
な
世
界
と
現
實
的
な

世
界
と
の
境
界
線
は
曖
昧
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
現
實
的
な
世
界
の
中
に
幻
想
的
な
世
界
が
現
れ
出
て
き
て
は
い
な
い
。
そ
し
て
こ
こ
に
は

「
紫
煙
」
で
は
無
く
、
陶
淵
明
を
意
識
し
た
「
白
雲
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
李
白
は
「
白
雲
」
と
い
う
詩
語
を
い
く
つ
か
の
型
で
使
い
分
け
て
い
た
。
李
白
が
「
白
雲
」
を
用
い
る
際
に
は
、
現
實
的
世
界

の
中
に
幻
想
的
世
界
を
呼
び
込
む
傾
向
に
は
無
い
と
判
斷
で
き
よ
う
。

五　
「
白
雲
」
と
「
紫
煙
」
と
の
差
異

李
白
に
と
っ
て
の
「
紫
煙
」
と
「
白
雲
」
の
傾
向
の

い
が
判
然
と
す
る
例
を
最
後
に
見
た
い
。
本
稿
第
一
章
で
部
分
的
に
取
り
あ
げ

た
「
杜
秀
才
の
五
松
山
よ
り
贈
ら
る
る
に
答
ふ
（
答
杜
秀
才
五
松
山
見
贈
）」（
凡
四
十
一
句
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
特
徵
的
な
の
は
、
一
編

の
詩
の
中
で
、
幻
想
的
な
世
界
を
描
寫
す
る
部
分
で
は
「
紫
煙
」
を
用
い
、
そ
の
後
、

者
で
あ
ろ
う
「
杜
秀
才
」
と
の
現
實
的
な
話
の

部
分
で
は
「
白
雲
」
を
用
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
「
紫
煙
」
は
、
第
9
句
～
第
22
句
ま
で
の
閒
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
で
李
白
は
、
長
安
を
放
逐
さ
れ
た
後
に
「
角
巾
し
て
東
に

出
づ 

商
山
の
衜
（
角
巾
東
出
商
山
衜
）」
と
、

者
の
冠
で
あ
る
「
角
巾
」
を
つ
け
て
四
皓
の

れ
住
ん
だ
「
商
山
」
を
步
き
出
す
こ
と

か
ら
歌
い
起
こ
し
、
色
々
な
人
々
に
行
き
逢
い
な
が
ら
あ
ち
ら
こ
ち
ら
と
山
を
訪
ね
步
く
さ
ま
を
描
出
し
て
い
く
。
こ
こ
で
は
、
第
23
句
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以
降
と
の
差
を
示
す
た
め
に
も
、
第
26
句
ま
で
を
先
に
擧
げ
て
お
き
た
い
。

	

9	

角
巾
東
出
商
山
衜
、
採
秀
行
歌
詠
芝
草　
　
　

角
巾
し
て
東
に
出
づ
商
山
の
衜
、
秀
を
採
り 

行
歌
し
て
芝
草
を
詠
ず

	
11	

	

路
逢
園
綺
笑
向
人
、
兩
君
解
來
一
何
好　
　
　

路
に
園
綺
に
逢
ひ 

笑
ひ
て
人
に
向
か
ふ
、
兩
君 

解
き
來
っ
て
一
に
何
ぞ
好よ

き
。

	
13	

	
聞
衜
金
陵
龍
虎
盤
、
還
同
謝
朓
望
長
安　
　
　

聞
く
な
ら
く 

金
陵 

龍
虎 

盤
す
と
、
還
た
謝
朓
の
長
安
を
望
む
に
同
じ
く
す
。

	
15	
千
峰
夾
水
向
秋
浦
、
五
松
名
山
當
夏
寒　
　
　

千
峰 

水
を
夾
み
て
秋
浦
に
向
か
ひ
、
五
松
の
名
山 

夏
に
當
た
っ
て
寒
し
。

	

17	
銅
井
炎
爐
歊
九
天
、
赫
如
鑄
鼎
荊
山
前　
　
　

銅
井 

炎
爐 

九
天
を
歊
り
、
赫
と
し
て
鼎
を
荊
山
の
前
に
鑄
る
が
如
し
。

	

19	

陶
公
瞿
鑠
呵
赤
電
、
回
祿
睢
盱
揚
紫
煙

0

0　
　
　

陶
公 

瞿
鑠
と
し
て
赤
電
を
呵
し
、
回
祿 

睢
盱
と
し
て
紫
煙

0

0

を
揚
ぐ
。

	

21	

此
中
豈
是
久
留
處
、
便
欲
燒
丹
從
列
仙　
　
　
此
の
中 

豈
に
是
れ
久
留
の
處
な
ら
ん
や
、
便
ち
丹
を
燒
き
て
列
仙
に
從
は
ん
と
欲
す
。

	

23	
	

愛
聽
松
風
且
高
臥
、
颼
颼
吹
盡
炎
氛
過　
　
　

松
風
を
聽
く
を
愛
し
て
且
つ
高
臥
し
、
颼
颼
と
し
て
炎
氛
を
吹
き
盡
く
し
て
過
ぐ
。

	

25	
	

登
崖
獨
立
望
九
州
、
陽
春
欲
奏
誰
相
和　
　
　

崖
に
登
り
獨
り
立
っ
て
九
州
を
望
み
、
陽
春 

奏
せ
ん
と
欲
し 

誰
か
相 

和
せ
ん
。

17
～
22
句
「
名
高
い
鑛
山
で
あ
る
銅
井
山
の
燃
え
る
爐
は
、
九
天
と
い
う
天
の
一
番
高
い
と
こ
ろ
ま
で
炙
っ
て
い
て
、
そ
の
勢
い
は
、

黃
帝
が
荊
山
で
鼎
を
鑄
た
と
い
う
傳
説
を
彷
彿
と
さ
せ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
そ
の
昔
赤
龍
に
乘
っ
て
天
に
昇
っ
た
鑄
物
師
で
あ

る
陶
安
公
が
い
て
、
こ
の
上
な
く
頑
强
で
赤
い
電
光
を
吐
い
て
い
る
し
、
火
の
神
で
あ
る
回
祿
が
亂
暴
に
振
る
舞
っ
て
い
て
紫
煙

0

0

を
立
ち

上
ら
せ
て
い
る
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
は
決
し
て
長
く
い
る
べ
き
で
は
な
い
、
そ
の
火
で
す
ぐ
に
丹
を
燒
き
終
え
て
多
く
の
仙
人
に
追
い
つ

き
た
い
と
思
っ
た
。」

23
～
26
句
「（
そ
れ
に
比
べ
て
）
こ
こ
五
松
山
で
は
、
心
地
よ
く
松
風
に
耳
を
す
ま
し
て
臥
し
て
い
る
と
、
さ
わ
さ
わ
と
し
た
風
の
響
き

が
、
そ
ん
な
灼
熱
の
氣
を
す
べ
て
吹
き
消
し
て
い
っ
て
く
れ
る
。
斷
崖
に
の
ぼ
り
獨
り
立
っ
て
地
上
の
よ
う
す
を
眺
め
や
り
、
陽
春
の
一

曲
を
演
奏
し
よ
う
と
す
る
と
、
さ
す
が
に
誰
も
和
し
て
く
れ
な
い
こ
と
が
氣
に
か
か
る
。
…
」

第
22
句
ま
で
、
炎
に
包
ま
れ
た
場
所
の
恐
ろ
し
さ
を
次
第
に
高
め
て
い
き
、
つ
い
に
は
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
な
ど
長
く
は
い
ら
れ
な
い
と

ま
で
言
う
。
第
23
句
以
降
の
落
ち
着
い
て
心
地
よ
い
世
界
と
比
べ
て
み
れ
ば
、
異
常
な
ま
で
に
盛
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
盛
り
上
が

り
が
、
寫
實
的
で
は
無
く
幻
想
的
な
世
界
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
に
無
理
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
李
白
は
そ
こ
を
、
や
は
り
「
紫

煙
」
が
立
ち
上
る
世
界
と
し
て
描
い
て
い
る
。
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さ
て
、
第
23
句
で
「
五
松
山
」
の
世
界
に
戻
っ
て
か
ら
後
は
、
最
後
の
第
41
句
ま
で
同
じ
世
界
觀
で
貫
か
れ
て
い
る
。
先
に
も
觸
れ
て

い
る
が
、
こ
の
詩
の
結
び
の
六
句
を
も
う
一
度
見
よ
う
。

	
36	
異
代
風
流
各
一
時	

　
　

異
代
の
風
流 

各
々
一
時

	

37	
一
時
相
逢
樂
在
今	

　
　

一
時
相
逢
ふ 

樂
し
み 

今
に
在
り

	

38	
袖
拂
白
雲

0

0

開
素
琴	

　
　

袖
は
白
雲

0

0

を
拂
っ
て
素
琴
を
開
く

	

39	

彈
爲
三
峽
流
泉
音	

　
　

彈
じ
て
三
峽
流
泉
の
音
を
爲
す

	

40	

從

一
別
武
陵
去	

　
　

れ
よ
り
一
た
び
別
れ
て 

武
陵
に
去
れ
ば

	

41	

去
後
桃
花
春
水
深	
　
　

去
り
て
後 

桃
花 

春
水 

深
し

「
歷
代
の
風
流
な
人
々
は
そ
れ
ぞ
れ
の
代
で
そ
れ
ぞ
れ
な
り
の
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
た
。
／
あ
な
た
と
逢
う
樂
し
み
は
今
こ
の
ひ
と
と
き
に

あ
る
か
ら
、（
お
目
に
か
か
っ
た
時
に
は
）
漂
う
白
雲

0

0

を
袖
で
拂
い
（
和
し
て
く
れ
る
人
を
欲
し
て
い
た
わ
た
し
は
）
餝
り
の
な
い
琴
を
取

り
出
し
、
か
の
阮
咸
が
三
峽
流
泉
と
名
づ
け
た
曲
を
彈
じ
よ
う
。
／
お
別
れ
し
て
例
の
武
陵
（
の
桃
源
郷
）
へ
と
わ
た
し
が
去
っ
て
し
ま

え
ば
、
桃
の
花
び
ら
浮
か
ぶ
春
の
流
れ
は
深
く
、
あ
と
を
追
い
か
け
て
こ
よ
う
と
し
て
も
か
な
わ
ぬ
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
。」

第
23
句
以
降
の
世
界
觀
の
中
で
、
同
じ
「
五
松
山
」
に
い
る
「
杜
秀
才
」
と
逢
っ
て
と
も
に
琴
を
彈
い
て
樂
し
も
う
と
い
う
。
竹
林
の

七
賢
の
一
人
で
あ
る
阮
咸
や
陶
淵
明
「
桃
花
源
記
」
と
い
う

者
の
插
話
を
織
り
込
み
つ
つ
、
し
か
し
現
實
的
な
表
現
で
構
成
さ
れ
た
場

面
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
仙
人
が
赤
い
電
光
を
吐
く
な
ど
の
現
實
離
れ
し
た
幻
想
が
目
の
前
で
起
こ
る
餘
地
は
無
い
。
こ
の
世
界
に
漂
う
の

は
、
や
は
り
「
白
雲
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
前
に
も	

べ
た
と
お
り
、「
現
實
的
・
寫
實
的
な
世
界
」
と
「
虛
構
的
・
幻
想
的
な
世
界
」
と
の
境
界
線
を
李
白
の
當
時
ど
こ

に
引
い
て
い
た
の
か
を
明
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
以
上
檢
討
を
加
え
て
き
た
こ
と
を
総
合
す
る
と
、「
紫
煙
」
と
「
白

雲
」
と
に
そ
れ
ぞ
れ
一
定
程
度
以
上
の
傾
向
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
よ
う
。

李
白
が
「
白
雲
」
を
詠
み
込
む
場
面
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
現
實
的
・
寫
實
的
な
世
界
で
あ
っ
た
。
反
對
に
、
一
見
現
實
と
地
續
き
と
感

じ
ら
れ
る
世
界
觀
の
中
に
、
神
祕
性
を
漂
わ
せ
る
衜
士
（
や
仙
人
・
仙
界
と
關
係
の
あ
る
こ
と
）
が
起
こ
し
た
不
思
議
な
こ
と
が
さ
も
當

然
の
よ
う
に
ふ
と
現
れ
出
る
と
い
う
、
虛
構
性
・
幻
想
性
に
富
ん
だ
世
界
觀
を
構
成
す
る
際
に
は
、
李
白
は
「
紫
煙
」
を
用
い
て
い
た
。

（
22
）
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常
識
の
支
配
す
る
現
實
的
世
界
の
側
に
幻
想
的
世
界
を
呼
び
込
む
機
能
を
「
紫
煙
」
が
果
た
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
李
白
は
「
紫
煙
」

「
白
雲
」
の
ど
ち
ら
を
詠
み
込
む
べ
き
場
面
か
を
こ
の
よ
う
に
分
け
て
い
る
。
す
ぐ
そ
ば
で

者
や
衜
士
と
實
際
に
接
し
て
い
た
李
白
に

と
っ
て
は
、

者
と
衜
士
と
の
境
界
に
明
確
に
線
を
引
き
表
現
を
區
別
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

李
白
は
丁
寧
に
手
續
き
を
踏
み
、
詩
に
幻
想
を
呼
び
込
み
讀
者
を
幻
想
的
世
界
へ
と
誘
う
。
そ
の
手
續
き
に
は
、
例
え
ば
「
夢
」
な
ど

い
く
つ
か
の
型
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
紫
煙
」
を
漂
わ
せ
る
こ
と
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

筆
者
は
、「
は
じ
め
に
」
で	

べ
た
よ
う
に
「
廬
山
の
瀑
布
を
望
む
二
首
」
其
二
に
對
す
る
「
新
た
な
解
釋
」
を
示
し
た
い
と
考
え
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
李
白
が
「
紫
煙
」
を
ど
の
よ
う
に
用
い
る
の
か
を
檢
討
し
て
き
た
。
ま
た
、
筆
者
は
す
で
に
別
稿
に
て
「
香

爐
峰
」
の
名
前
の
由
來
に
つ
い
て
論
じ
た
。

こ
う
し
た
前
提
を
も
と
に
こ
の
詩
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
よ
り
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
こ
の
詩
の
構
造
を
解
き
明
か
す
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
例
え
ば
「
日
照
香
爐
生
紫
煙

0

0

」
と
い
う
第
一
句
が
、「
香
爐
峰
」
の
靄
を
「
香
爐
」
か
ら
立
ち
上
る
「
煙
」
に
見0

立
て

0

0

て
表
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
詩
を
紹
介
す
る
多
く
の
論
者
が
言
及
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
は
や
や
混
亂
し
て

説
明
さ
れ
る
き
ら
い
が
あ
っ
た
こ
の
「
見
立
て

0

0

0

」
に
つ
い
て
、
よ
り
整
理
し
た
形
で
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
詩
の
前
半
と
後

半
と
の
描
寫
が
ど
の
よ
う
な
關
係
に
な
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
も
、
よ
り
整
理
し
た
形
で
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
う
し
た
こ

の
詩
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
現
在
準
備
中
の
別
稿
で
詳
し
く
論
ず
る

定
で
あ
る
。

注

（
1
）	

李
白
の
詩
文
に
つ
い
て
は
、
靜
嘉
堂
文
庫
藏
宋
刊
本
『
李
太
白
文
集
』（
平
岡
武
夫
編
『
李
白
の
作
品　

資
料
』
唐
代
研
究
の
し
お
り
第
九

〔
京
都
大
學
人
文
科
學
研
究
所
、
一
九
五
八
年
〕
に
影
印
）
を
底
本
と
す
る
（
以
下
「
宋
本
」）。
ま
た
主
な
注
釋
書
と
し
て
、
楊
齊
賢
集
註
・
蕭

士
贇
補
註
『
分
類
補
註
李
太
白
詩
』（
尊
經
閣
文
庫
所
藏
元
版
『
分
類
補
註
李
太
白
詩
』、
芳
村
弘
衜
解
題
『
分
類
補
註
李
太
白
詩
』〔
一
～
三
〕

（
23
）

（
24
）
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古
典
研
究
會
叢
書　

漢
籍
之
部
33
～
35
〔
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
六
年
〕
に
影
印
〕
以
下
「
補
註
」）、
王
琦
輯
注
『
李
太
白
集
注
』（『
李
太
白
全

集
』〔
中
國
古
典
文
學
基
本
叢
書
、
中
華
書
局
、
一
九
七
七
年
〕
以
下
「
王
琦
注
」）、
詹
鍈
主
編
『
李
白
全
集
校
注
彙
釋
集
評
』
凡
八
册
（
百
花

文
藝
出
版
社
、
一
九
九
六
年
。
以
下
「
詹
氏
『
集
評
』」）、
郁
賢
皓
校
注
『
李
太
白
全
集
校
注
』
凡
八
册
（
鳳
凰
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
。
以
下

「
郁
氏
『
校
注
』」）
に
依
っ
た
。
た
だ
し
、
各
詩
の
所
収
頁
は
最
新
の
研
究
成
果
で
あ
る
「
郁
氏
『
校
注
』」
に
よ
っ
て
示
す
。

（
2
）	
例
え
ば
小
尾
郊
一
『
飄
逸
詩
人　

李
白
』（
中
國
の
詩
人
六
、
集
英
社
、
一
九
八
二
年
十
月
、
一
九
三－

一
九
四
頁
）
に
「
香
爐
と
香
爐
峰
と

か
け
て
い
る
表
現
は
技
巧
的
で
あ
る
。『
三
千
尺
』
の
表
現
は
、『
白
髪
三
千
丈
』
と
對
比
さ
れ
て
話
題
を
呼
ぶ
表
現
で
あ
る
。『
銀
河
九
天
よ
り

落
つ
』
の
誇
張
的
表
現
も
、
李
白
の
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
七
言
絕
句
の
壓
縮
さ
れ
た
言
語
の
中
に
、
夢
の
よ
う
な
壯
大
の
景
色
を
想

像
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
、
李
白
の
文
學
の
特
色
で
も
あ
る
」
と
あ
る
。

（
3
）	

例
え
ば
大
上
正
美
『
唐
詩
の
抒
情
―
絶
句
と
律
詩
―
』（
漢
文
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
朝
倉
書
店
、
二
〇
一
三
年
、
七
二
頁
）
に
「
と
く
に
表

現
法
で
優
れ
る
の
は
、
前0

半0

か
ら
後

0

0

0

半0

へ
と

0

0

、
瀧
を
見
て
い
る
詩
人
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

視0

點0

が
移
動
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
で
す
。
起
承
の
二
句
は

0

0

0

0

0

0

、
遠0

く
か
ら
水
平

0

0

0

0

0

に0

な
が
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
…（
中
略
）…
轉
結
の
二
句
は

0

0

0

0

0

0

、
瀧
の
眞
下
に
行
っ
て
見
上
げ
て
い
ま
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
詩
人
の
視
點
は
瀧
の
下
に
あ
っ
て
、
眞

上
を
仰
ぎ
、
天
の
高
み
か
ら
垂
直
的
に
落
下
す
る
瀧
の
ス
ピ
ー
ド
感
や
量
感
に
壓
倒
さ
れ
續
け
て
い
る
の
で
す
」（
傍
點
・
宮
下
）
と
あ
る
。

（
4
）	

古
典

0

0

詩
の
「
新
た
な

0

0

0

解
釋
」
が
ど
の
よ
う
に
可
能
な
の
か
、
と
い
う
點
に
つ
い
て
の
筆
者
の
考
え
は
、
拙
稿
「『
香
爐
峰
』
と
い
う
名
に
對
す

る
從
來
の
解
釋
の
檢
討
―
李
白
『
望
廬
山
瀑
布
二
首　

其
二
』
の
新
し
い
解
釋
の
た
め
に
―
」（『
大
東
文
化
大
學
漢
學
會
誌
』
第
五
十
六

號
、
二
〇
一
七
年
三
月
十
日
所
収
）
參
照
。

（
5
）	

注
（
4
）
前
掲
論
文
。

（
6
）	

「
紫
煙
」：「
紫
」
は
「
上
聲
紙
第
四
」〔「
旨
第
五
・
止
第
六
同
用
」〕・「
煙
」
は
「
下
平
先
第
一
」〔「
仙
第
二
同
用
」〕
で
あ
る
。「
白
雲
」：「
白
」

は
「
入
聲
陌
第
二
十
」〔「
麥
第
二
十
一
・
昔
第
二
十
二
同
用
」〕・「
雲
」
は
「
上
平
文
第
二
十
」〔「
欣
第
二
十
一
同
用
」〕
で
あ
る
。

（
7
）	

他
に
も
「
魯
中
に
て
二
從
弟
の
舉
に
赴
き
西
京
に
之
く
を

る
（
魯
中

二
從
弟
赴
舉
之
西
京
）」（
郁
氏
『
校
注
』
二
〇
八
六
頁
）
に
は
「
別

れ
に
際
し
て
舞
の
袖
は
秋
月
の
影
を
拂
ひ
、
筵
上
の
歌
が
終
わ
れ
ば
雁
の
聲
が
聞
こ
え
て
く
る
（
舞
袖
拂
秋
月
、
歌
筵
聞
早
鴻
）」
と
あ
る
。
こ

こ
で
も
、
秋
空
に
浮
か
ぶ
月
の
光
が
、
舞
を
舞
う
そ
の
袖
に
あ
た
っ
た
り
影
を
作
っ
た
り
し
て
い
る
情
景
を
、「
舞
袖 

秋
月
を
拂
ふ
（
舞
袖
拂

秋
月
）」
と
表
現
し
て
い
る
。
月
の
光
が
邪
魔
だ
か
ら
と
振
り
拂
っ
て
い
る
譯
で
は
無
い
。

（
8
）	

郁
氏
『
校
注
』
八
〇
八
頁
所
収
「
西
岳
雲
臺
歌

丹
丘
子
」
詩
「
題
解
」
に
詳
し
い
。

（
9
）	

『
唐
六
典
』
卷
四
に
「
衜
士
と
し
て
修
行
し
て
い
る
も
の
に
は
三
つ
の
呼
称
が
あ
る
、
そ
の
一
を
法
師
と
呼
び
、
そ
の
二
を
威
儀
師
と
呼
び
、

そ
の
三
を
律
師
と
呼
ぶ
が
、
そ
の
德
が
高
く
思
慮
が
深
い
者
の
こ
と
を
、
鍊
師
と
呼
ぶ
（
衜
士
修
行
有
三
號
、
其
一
曰
法
師
、
其
二
曰
威
儀
師
、

其
三
曰
律
師
、
其
德
高
思
精
、
謂
之
鍊
師
）」
と
あ
る
。
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（
10
）	

楊
齊
賢
は
「
方
士
煉
丹
爐
火
」
と
注
し
蕭
士
贇
は
「
爐
火
恐
只
漁
人
之
火
」
と
注
す
（「
補
註
」
卷
八
）。
王
琦
は
そ
の
ど
ち
ら
も
否
定
し
、
こ

の
地
域
が
銀
や
銅
を
産
す
る
土
地
だ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
、
こ
れ
は
鑛
山
の
冶
金
の
火
だ
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（「
正
是
開
礦
處
冶
鑄
之
火
、

乃
足
當
之
」）
と
注
し
て
い
る
（「
王
琦
注
」
卷
八
・
注（
1
）前
掲
中
華
書
局
本
四
二
三
頁
）。
郭
沫
若
も
『
李
白
與
杜
甫
』（
人
民
文
學
出
版
社
、

一
九
七
一
年
、
一
一
九
頁
）
で
そ
れ
を
承
け
る
。

（
11
）	
こ
の
逸
文
は
『
文	

』
卷
二
十
所
収
の
謝
朓
「
新
亭
渚
別
范
零
陵
」
詩
の
「
雲
去
蒼
梧
野
」
句
に
對
す
る
李
善
注
等
に
見
え
る
。

（
12
）	
『
季
刊
中
国
』
一
〇
七
號
（『
季
刊
中
国
』
刊
行
委
員
会
、
二
〇
一
一
年
冬
季
）
所
収
。
森
氏
は
文
中
で
「
本
稿
は
學
術
論
文
と
い
え
る
た
い

そ
う
な
代
物
で
は
な
い
」
と
は
言
う
が
、
李
白
の
「
白
雲
」
を
論
じ
た
唯
一
の
先
行
研
究
で
あ
ろ
う
。

（
13
）	

川
合
康
三
『
新
編
中
国
名
詩

（
中
）』（
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
、
二
二
一－

二
二
三
頁
）
參
照
。

（
14
）	

『
穆
天
子
傳
』
の
本
文
は
四
部
叢
刊
本
に
依

し
郭
璞
注
を
參
照
し
た
。

（
15
）	

王
琦
（「
王
琦
注
」
巻
十
七
、
注（
1
）前
掲
中
華
書
局
本
八
三
〇
頁
）
は
李
白
の
「

殷
淑

0

0

三
首
」
詩
に
、「
顏
眞
卿
『
元マ

マ靜
先
生
廣
陵
李
君

碑
』、
眞
卿
與
先
生
門
人
中
林
子
殷
淑

0

0

0

0

0

・
遺
名
子
韋
渠
牟
、
嘗
接
采
眞
之
遊
、
緒
聞
含
一
之
德
云
云
。
是
即
此
人
也
」
と
注
す
る
。
詹
鍈
氏
（
詹

氏
『
集
評
』
二
〇
八
三
頁
）
は
李
白
の
「
三
山
望
金
陵
寄
殷
淑

0

0

」
詩
の
「
題
解
」
に
ま
ず
「
殷
淑

0

0

、
李
白
友
人
」
と
注
し
、
同
じ
顏
眞
卿
の
「
玄

靖
先
生
廣
陵
李
君
（
含
光
）
碑
」
を
引
用
し
て
か
ら
「
中
林
子
殷
淑

0

0

、
即
此
人
。
中
林
子
、
爲
其
衜
名
」
と
注
す
る
。
郁
賢
皓
氏
は
、
李
白
の

「
五
松
山

殷
淑

0

0

」
詩
の
「
題
解
」
に
、
同
じ
顏
眞
卿
の
「
碑
銘
」
に
基
づ
き
、「
殷
淑

0

0

は
當
時
著
名
な
衜
士
で
あ
っ
た
李
含
光
の
弟
子
で
あ
る

（
殷
淑
、
著
名
衜
士
李
含
光
的
弟
子
）」
と
注
す
る
。

（
16
）	

「
黃
竹
篇
」
は
、
天
子
が
民
を
哀
れ
み
作
っ
た
詩
を
意
味
す
る
。『
穆
天
子
傳
』
卷
五
に
「
日
中
大
寒
、
北
風
雨
雪
、
有
凍
人
、
天
子
作
詩
三

章
以
哀
民
」
と
あ
り
、
そ
の
詩
が
ど
れ
も
「
我
徂
黃
竹

0

0

」
で
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
基
づ
く
。

（
17
）	

陶
淵
明
の
詩
文
は
す
べ
て
袁
行
霈
撰
『
陶
淵
明
集
箋
注
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
三
年
）
に
依

し
た
。

（
18
）	

李
白
の
こ
の
句
は
、
陶
淵
明
「
問
來
使
」
詩
の
「
歸
去
來
山
中
、
山
中
酒
應
熟
」
に
基
づ
く
と
さ
れ
て
き
た
（「
王
琦
注
」
一
一
一
四
頁
・
詹

氏
『
集
評
』
三
四
七
二
頁
）
が
、
郁
氏
『
校
注
』
で
は
陶
淵
明
「
問
來
使
」
詩
は
僞
作
だ
と
『
西
淸
詩
話
』
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
す
る
（
參

照
：
北
宋 

蔡
絛
『
西
淸
詩
話
』〔
江
蘇
古
籍
出
版
社
『
宋
詩
話
全
編
』
二
四
八
九
頁
〕）。
ま
た
、
李
詩
が
先
ん
じ
て
存
在
し
た
可
能
性
を
、
淸

の
湯
澍
は
「
此
蓋
晩
唐
人
因
太
白
感
秋
詩
而
僞
爲
之
」
と
言
う
（『
陶
靖
節
集
注
』
卷
五
「
問
來
使
」
題
下
注
・
世
界
書
局
本
七
二
頁
）。
し
か

し
別
の
陶
詩
（
例
え
ば
「
歸
園
田
居
五
首
」
其
五
）
に
基
づ
い
て
李
白
が
こ
の
句
を
發
想
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。

（
19
）	

『
後
漢
書
』
方
術
列
傳
第
七
十
二
上
「
王
喬
傳
」
に
「
王
喬
者
…
（
中
略
）
…
爲
葉
令
。
喬
有
神
術
…
（
中
略
）
…
帝
怪
其
來
數
而
不
見
車
騎

…
（
中
略
）
…
於
是
候
鳧
至
、
舉
羅
張
之
、
但
得
一
隻
舄
焉
。
…
（
中
略
）
…
則
四
年
中
所
賜
尚
書
官
屬
履
也
。
…
（
中
略
）
…
後
天
下
玉
棺

於
堂
前
…
（
中
略
）
…
喬
曰
、
天
帝
獨
召
我
邪
。
…
（
中
略
）
…
或
云
此
即
古
仙
人
王
子
喬
也
」
と
あ
る
。
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（
20
）	

『
神
仙
傳
』
卷
三
「
王
遠
」
に
「
麻
姑
自
説
、
接
待
以
來
、
已
見
東
海
三
爲
桑
田
。
向
到
蓬
萊
、
水
又
淺
於
徃
昔
」
と
あ
る
。

（
21
）	

「
王
琦
注
」
卷
十
一
（
注（
1
）前
掲
中
華
書
局
本
五
八
二
頁
）

（
22
）	
「
王
琦
注
」
卷
十
九
（
注（
1
）前
掲
中
華
書
局
本
九
〇
七
頁
）
に
「『
樂
府
詩
集
』、『
琴
集
』
曰
『
三
峽
流
泉
、
晉
阮
咸
所
作
也
』」
と
あ
る
。

（
23
）	
注（
4
）前
掲
論
文
。

（
24
）	
例
え
ば
、
注（
13
）前
掲
書
（
一
六
七－

一
六
八
頁
）
參
照
。


