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王

勃

の
土
す

ココ
H
H

つ

て

,b.、
I 

原

和

正

I 

王
勃
（
六
四
八

l
六
七
五
）
は
、
唐
初
な
お
斉
梁
体
の
余
績
を
と
ど
め
る
宮
廷
詩
壇
の
外
に
あ
っ
て
不
遇
の
士
人
の
悲
哀
を
う
た
い
、
楊

畑
、
虚
照
鄭
、
路
賓
王
ら
と
と
も
に
、
次
の
盛
唐
文
学
の
招
来
を
準
備
し
た
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
い
わ
ゆ
る
〈
初
唐
の
四
傑
〉
は
、

い
ず
れ
も
文
才
に
恵
ま
れ
な
が
ら
思
う
よ
う
な
官
途
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
、

お
お
む
ね
短
命
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で
不
幸
な
生
涯
を
送
っ
た
と
い
う
点
で
は
相
い
似
る
が
、
後
世
の
詩
派
の
よ
う
に
共
通
の
文
学
理
念
を
以
て
結
ば
れ
た
集
団
で
は
な
く
、
そ

の
詩
風
も
ま
た
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

〈
四
傑
〉
の
名
に
抱
括
さ
れ
て
為
さ
れ
た
王
勃
評
に
は
、
往
々
に
し
て
王
勃
の
文

学
の
特
色
が
見
落
と
さ
れ
た
り
、

ま
た
逆
に
、
王
勃
の
文
学
に
な
い
も
の
が
付
け
加
え
ら
れ
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
が
見
う
け
ら
れ
る
。
明

な

も

と

よ

の
王
世
貞
は
「
虚
路
王
楊
、
号
し
て
四
傑
と
為
す
。
詞
旨
の
華
麗
な
る
は
悶
よ
り
陳
陪
の
遺
に
縁
る
も
、
骨
気
の
南
側
闘
と
し
て
意
象
の
老
境

な
る
は
、
超
然
と
し
て
之
に
勝
る
」
と
い
う
が
、

王
勃
に
は
、
後
述
す
る
如
く
、
自
己
の
不
遇
に
芽
ば
え
る
哀
感
に
洞
察
を
加
え
て
そ
れ
を

人
間
存
在
の
根
元
的
な
悲
京
に
ま
で
昇
華
し
、

そ
う
し
て
巨
大
化
し
た
複
雑
な
感
情
を
そ
れ
に
桔
抗
し
得
る
ほ
ど
の
筆
力
を
以
て
表
現
す
る

と
い
っ
た
作
品
は
残
っ
て
い
な
い
。
虚
照
都
の
「
釈
疾
文
」
や
路
賓
王
の
「
在
獄
詠
蝉
」
の
よ
う
に
痛
切
な
悲
哀
を
う
た
っ
た
作
品
は
見
当

た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
王
勃
の
詩
に
気
骨
あ
り
と
し
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
盛
唐
詩
に
直
結
さ
せ
よ
う
と
す
る
説
を
間
々
見
受
け
る
が
、

そ
れ



に
は
す
こ
ぶ
る
疑
問
を
お
ぼ
え
る
。

ま
た
、
四
傑
は
詩
以
外
に
、
賦
、
序
、
書
、
碑
な
ど
、

い
わ
ゆ
る
八
文
V
の
ジ
ャ
ン
ル
で
も
そ
の
才
能
を
発
揮
し
て
お
り
、
就
中
、

王
勃

は
当
時
す
で
に
「
常
人
の
及
ぶ
所
に
非
ず
」
と
の
評
価
を
得
て
い
る
。
王
勃
の
〈
文
V
才
が
、
そ
し
て
、
他
に
抜
き
ん
で
て
い
る
ば
か
り
で

な
く
、
実
に
彼
の
詩
才
に
遠
く
勝
っ
て
い
る
こ
と
は
、

王
勃
の
集
を
ひ
も
と
く
者
に
と
っ
て
一
目
し
て
了
然
た
る
こ
と
が
ら
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
故
、

王
勃
の
高
才
と
高
評
と
を
そ
の
ま
ま
詩
に
あ
て
は
め
て
理
解
す
る
こ
と
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
社
甫
の
詩
の
中
に
、

7
1
 

勃
に
言
及
し
た
も
の
が
四
つ
あ
る
。

楊
王
慮
路
当
時
体

軽
薄
為
文
晒
未
休

楊
王
虚
路
当
時
の
体

っ

く

わ

ら

や

軽
薄
文
を
為
っ
て
晒
う
て
未
だ
休
ま
ず

（
社
詩
詳
注
巻
十
一
戯
為
六

縦
使
虚
王
操
翰
墨

劣
於
漢
貌
近
風
騒

絶
句
其
二
）

縦
い
慮
七
を
し
て
翰
墨
を
操
る
こ
と
漢
貌
の
風
騒
に
近
き
よ
り
劣
ら
し
む
る
も

（同一二）
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挙
天
悲
富
路

近
代
惜
慮
王

天
を
挙
げ
て
富
政
相
を
悲
し
み

近
代
虚
王
を
惜
し
む

（
同
巻
八
寄
彰
州
高
三
十
五
使
君
適
貌
州
与
二
十
七

長
史
参
）

学
並
虚
王
敏

書
借
楕
醇
能

学
は
い
嵐
王
の
敏
に
並
び

書
は
楕
酵
の
能
に
借
う
（
同
巻
十
九
寄
劉
峡
州
伯
華
使
君
）

い
ず
れ
も
八
四
傑
〉
の
八
文
〉
才
、
す
な
わ
ち
〈
文
〉
の
中
に
ち
り
ば
め
ら
れ
た
学
識
の
ほ
と
ば
し
り
を
称
賛
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ

れ
を
以
て
杜
甫
が
王
勃
の
詩
を
評
価
し
て
い
た
と
う
一
口
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

盛
唐
以
後
の
詩
の
充
実
を
李
杜
韓
白
に
見
る
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
等
は
い
ず
れ
も
士
太
夫
と
し
て
の
志
を
根
底
に
据
え
た
文
学
の
流
れ
を

意
識
し
て
お
り
、

そ
の
先
達
と
し
て
の
敬
意
を
、
遠
く
は
漢
貌
の
諸
人
や
陶
淵
明
に
、

ま
た
近
く
は
初
唐
の
陳
子
昂
に
払
っ
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
四
傑
に
対
し
て
は
、
文
辞
の
華
美
と
出
処
進
退
の
軽
率
さ
と
か
ら
、

そ
う
し
た
文
学
史
の
中
に
高
く
位
置
づ
け
る
こ
と
は
し
て
い
な



い
。
そ
し
て
文
辞
の
華
美
と
出
処
進
退
の
軽
率
さ
と
い
う
点
で
は
王
勃
は
他
の
三
人
よ
り
も
い
ち
ぢ
る
し
い
の
で
あ
る
。
で
は
王
勃
は
、
李

杜
韓
白
の
意
識
の
中
で
、
言
い
換
え
れ
ば
唐
詩
が
よ
り
大
き
な
も
の
へ
と
流
れ
を
転
ず
る
過
程
に
お
い
て
、

た
だ
単
に
「
縞
麗
に
し
て
珍
と

す
る
に
足
ら
ず
」
と
一
蹴
さ
れ
て
し
ま
う
だ
け
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
創
作
の
手
本
と
な
る
作
品

と
は
別
に
創
作
に
刺
激
を
与
え
る
作
品
の
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、

王
勃
の
詩
を
、

そ
こ
に
う
た
わ
れ
た
悲
京
を
中
心
に
し
て
見
て

い
こ
う
と
思
う
。

Il 

中
国
の
詩
に
は
悲
哀
を
う
た
っ
た
も
の
に
す
ぐ
れ
た
作
品
が
多
い
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
こ
こ
で
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
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あ
る
い
は
、
信
仰
に
よ
っ
て
現
位
の
苦
悩
か
ら
逃
れ
る
と
い
う
こ
と
を
し
な
か
っ
た
中
国
の
知
識
人
が
、
現
実
を
見
つ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て

か
え
っ
て
人
生
は
痛
疾
哀
苦
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
認
識
を
得
、
開
き
な
お
っ
て
こ
れ
を
甘
受
す
る
一
方
、
詩
歌
に
そ
の
悲
哀
を
う
た

っ
て
心
を
な
ぐ
さ
め
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
と
忠
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
個
人
の
感
情
を
表
出
す
る
文
学
の
最
初
の
段
階
で
屈
原
や
宋
玉

が
自
ら
の
不
遇
を
う
た
い
、
知
識
人
が
個
々
の
胸
中
を
定
型
詩
に
託
す
こ
と
を
始
め
て
間
も
な
い
時
期
に
曹
植
や
隔
籍
が
自
身
の
悲
哀
や
時

代
の
不
宰
を
う
た
っ
た
こ
と
は
、
先
行
す
る
文
学
作
品
か
ら
語
葉
や
発
想
を
借
り
る
こ
と
の
多
い
中
国
の
詩
に
ひ
と
つ
の
決
定
的
な
方
向
を

与
え
た
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
時
代
を
経
る
に
し
た
が
っ
て
、
詩
人
達
は
自
己
の
内
部
に
芽
ば
え
る
悲
哀
の
情
を
明

確
に
意
識
し
て
と
ら
え
た
り
、

と
き
に
は
類
型
化
し
た
り
さ
え
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
不
遇
の
嘆
き
、
望
郷
の
念
、
別
離
の
情
、
哀
悼
の

意
、
さ
ら
に
は
戦
乱
の
悲
惨
さ
や
人
生
の
無
常
が
引
き
起
こ
す
悲
哀
な
ど
を
、
詩
人
達
は
過
去
の
文
学
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
も
の
と
し
て

自
覚
し
た
の
で
あ
る
。



で
は
王
勃
は
自
ら
の
中
に
ど
の
よ
う
な
悲
哀
を
見
出
し
て
い
た
の
か
。
以
下
、

そ
の
生
涯
に
沿
っ
て
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

麟
徳
元
年
（
六
六
回
）
、
十
五
才
の
王
勃
は
中
書
令
の
職
に
あ
っ
た
劉
祥
道
に
自
薦
の
書
状
（
上
劉
右
相
書
）
を
上
呈
し
て
神
童
の
評
を
得
、

天
下
に
一
躍
そ
の
名
を
知
ら
し
め
た
後
、
十
七
才
で
幽
素
科
の
挙
に
及
第
し
て
朝
散
郎
を
拝
し
、
高
宗
の
第
六
子
市
王
賢
の
も
と
に
お
い
て

い
よ
い
よ
文
名
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

た
ま
た
ま
当
時
諸
王
の
聞
に
流
行
し
て
い
た
闘
鶏
の
あ
そ
び
の
た
め
に
戯
れ
に

撤
文
を
作
っ
た
と
こ
ろ
、
諸
王
同
士
の
反
目
を
恐
れ
る
高
宗
の
不
興
を
買
い
、

総
章
二
年
（
六
六
九
）
二
十
才
の
お
り
に
、

市
王
の
も
と
へ

の
出
府
を
さ
し
と
め
ら
れ
た
う
え
に
官
職
を
免
ぜ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
自
ら
の
文
才
を
顕
示
す
る
こ
と
に
つ
と
め

て
い
た
王
勃
に
と
っ
て
冷
水
を
浴
び
せ
か
け
ら
れ
た
よ
う
な
事
件
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ほ
ど
重
大
な
過
失
と
は
思
え
な
い
し
、

ま
た
、
白
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他
と
も
に
認
め
る
才
能
の
持
ち
主
で
あ
る
王
勃
に
し
て
み
れ
ば
、
必
ず
し
も
前
途
に
絶
望
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
彼

は
か
か
る
処
置
に
対
す
る
不
平
を
鳴
ら
し
な
が
ら
、
不
愉
快
な
長
安
を
後
に
し
て
萄
へ
の
旅
に
出
た
。

と
み

天
地
不
仁
に
し
て
造
化
に
力
無
し
。
僕
に
授
く
る
に
幽
憂
孤
憤
の
性
を
以
て
し
、
僕
に
菓
く
る
に
欧
介
不
平
の
気
を
以
て
す
。
頓
に
山

お
ご

岳
を
忘
れ
、
唐
尭
の
朝
に
攻
珂
す
。
倣
り
て
煙
霞
を
想
い
、
聖
明
の
代
に
傾
額
す
。
情
知
る
べ
し
。

（
夏
日
諸
公
見
尋
訪
詩
序
）

長
安
に
い
づ
ら
く
な
っ
た
王
勃
に
と
っ
て
、

い
わ
ば
冷
却
期
間
を
も
う
け
る
よ
う
な
旅
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
見
聞
を
ひ
ろ
め
て
お
の
れ

の
文
才
に
磨
き
を
か
け
る
の
に
も
絶
好
の
機
会
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
萄
へ
の
道
を
選
ん
だ
理
由
は
さ
だ
か
で
は
な
い
が
、
あ
る
い
は
、

不

遇
の
司
馬
相
如
が
萄
の
地
で
暮
ら
す
う
ち
に
武
帝
の
理
解
を
得
て
官
に
復
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
故
事
に
な
ら
お
う
と
し
た
の
か
も
知

れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
長
安
か
ら
滑
水
に
沿
っ
て
西
に
向
か
い
、
始
平
、
散
関
を
経
た
あ
と
南
下
し
て
萄
の
桟
道
を
通
っ
て
剣
閣
を
越
え
、

綿
州
、
梓
州
、
漢
州
、
彰
州
と
旅
を
続
け
る
王
勃
の
胸
中
に
は
、
相
変
ら
ず
免
官
へ
の
不
満
が
く
す
ぶ
り
つ
づ
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
当



然
、
異
郷
を
旅
す
る
身
に
は
客
愁
も
起
こ
る
の
で
あ
る
が
、

い
つ
か
復
官
を
遂
げ
て
長
安
に
帰
ろ
う
と
思
う
者
に
と
っ
て
、

そ
れ
は
さ
ほ
ど

深
刻
な
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
他
郷
に
集
う
人
々
を
前
に
し
て
王
勃
は
免
官
へ
の
不
満
を
鎖
静
す
る
か
の
よ
う
に
、
隠
棲
の
そ
ぶ
り
を
見

せ
、
異
郷
で
の
思
い
を
述
べ
る
。

お

ご

と

も

が

ら

か

下
官
し
て
人
聞
に
独
り
倣
り
、
海
内
に
徒
を
少
く
。
志
は
王
侯
に
屈
せ
ず
、
身
は
塵
俗
を
絶
た
ず
。
：
：
：
昔
東
呉
に
往
く
に
、
己
に

梁
鴻
の
志
有
り
。
今
西
萄
に
来
る
に
、
張
載
の
懐
無
き
に
あ
ら
ず
。
：
：
：
離
亭
北
に
望
め
ば
、
煙
霞
故
国
の
悲
し
み
を
生
ず
。
別
館
南
に

開
け
ば
、
風
雨
他
郷
の
思
い
を
積
む
。
（
綿
州
北
亭
筆
公
宴
序
）

た

も

つ

ね

は

な

は

五
日
の
生
を
有
つ
や
二
十
載
な
り
。
雅
に
城
闘
を
厭
い
、
酷
だ
江
海
を
晴
む
。

（
遊
山
廟
序
）

こ
の
時
期
の
王
勃
は
無
官
の
身
で
は
あ
っ
た
が
、

そ
の
文
才
は
ま
す
ま
す
輝
き
を
増
し
て
き
で
お
り
、
周
囲
に
は
彼
の
文
章
を
求
め
て
集
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ま
る
人
々
が
少
な
か
ら
や
す
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
萄
中
の
寺
廟
の
た
め
に
書
い
た
碑
文
も
い
く
つ
か
残
っ
て
い
て
、
衣
食
の
途
が
完
全
に

は
ふ
さ
が
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
ほ
ど
の
文
才
も
な
く
、
官
界
で
の
栄
達
も
思
う
に
ま
か
せ

ぬ
よ
う
な
友
人
の
旅
出
ち
を
見
送
る
と
き
に
は
、
自
ら
の
将
来
に
対
す
る
一
抹
の
不
安
を
伴
っ
て
、
彼
の
胸
中
に
も
不
遇
の
悲
哀
が
起
こ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。

お

も

僕
の
区
区
た
る
、
常
に
人
の
百
年
は
猶
お
一
瞬
の
如
し
と
以
為
え
り
。
：
：
：
自
ら
良
友
を
置
き
て
窮
路
に
相
い
依
る
。
：
：
：
他
郷
に
怨

み
て
白
露
寒
く
、
故
人
去
り
て
青
山
迦
か
な
り
。
其
れ
悲
し
か
ら
ず
や
。

（
秋
夜
於
綿
州
華
官
席
別
蹄
昇
華
序
）

こ
の
よ
う
な
悲
哀
は
、

そ
の
後
現
実
の
も
の
と
し
て
彼
FH身
に
お
そ
い
か
か
っ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、

い
ま
は
街
地
で
の
活
発
な
文
学
活



動
が
功
を
奏
し
た
の
か
、

成
亨
三
年
（
六
七
二
）
、

彼
は
ひ
と
ま
ず
長
安
へ
帰
る
機
会
を
得
、

翌
年
に
は
貌
州
参
軍
に
補
せ
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
復
官
の
の
ぞ
み
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
王
勃
は
こ
こ
で
も
ま
た
軽
率
な
行
動
を
と
っ
て
過
失
を
お
か
す
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
あ
る
事
件
を
お
こ
し
た
官
奴
を
、
事
が
発
覚
す
る
の
を
恐
れ
て
殺
害
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
運
よ
く
大
赦
に
あ
っ
て
死
罪

は
ま
ぬ
が
れ
た
も
の
の
、

王
勃
は
ふ
た
た
び
そ
の
官
職
を
解
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
前
回
と
は
ち
が
っ
て
、
こ
の
た
び
の
離
官
は
致
命
的

な
も
の
で
あ
る
。
も
は
や
い
く
ら
華
美
を
極
め
る
文
を
書
い
た
と
て
、

そ
れ
が
復
職
へ
の
道
を
聞
い
て
く
れ
る
可
能
性
は
薄
く
な
っ
た
し
、

ま
た
、
自
ら
の
窮
状
を
う
っ
た
え
る
詩
文
を
作
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
同
情
を
買
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
そ
れ
が
現
実
に
作
用
す
る
こ
と
は
あ

せ

ま
り
期
待
で
き
な
く
な
っ
た
。
楊
刷
は
こ
の
時
期
の
王
勃
に
つ
い
て
「
著
撰
の
志
、
此
れ
よ
り
多
き
を
居
む
」
と
言
っ
て
い
る
。
恐
ら
く
は

学
術
的
な
著
作
に
よ
っ
て
再
び
世
に
出
ょ
う
と
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
も
功
を
奏
さ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
失
意
の
王
勃
は
、
黄

し
ば
ら

下
官
し
て
詩
書
拓
落
と
し
て
羽
閥
擢
頚
す
。
朝
廷
に
立
錐
の
処
無
く
、
丘
園
に
括
嚢
の
所
有
り
。
山
中
に
事
業
し
て
暫
く
漁
慌
に
到
ら

し

ば

ら

ま

す

ま

す

ん
。
天
下
に
棲
遅
し
て
少
く
城
闘
に
留
ら
ん
。
忽
ち
搾
水
に
逢
い
、
雲
雨
に
対
し
て
以
て
無
柳
た
り
。
倍
ミ
窮
途
に
切
に
し
て
、
形
骸
を
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河
を
北
に
の
ぼ
っ
て
同
州
を
経
て
故
郷
の
龍
門
に
帰
っ
た
あ
と
、
父
の
任
地
の
交
祉
へ
向
け
て
長
い
不
安
な
旅
に
出
る
。

撫
し
て
何
を
か
託
さ
ん
。

（
冬
日
嬬
瀞
扮
陰
送
宣
少
府
入
浴
序
）

黄
河
を
く
だ
り
、
南
下
し
て
楚
州
、
江
寧
、
常
州
、
越
州
と
、

か
つ
て
は
梁
鴻
の
志
を
抱
い
て
遊
ん
だ
江
南
の
地
を
不
遇
の
悲
哀
を
抱
い

て
旅
す
る
王
勃
の
心
中
に
は
、
浮
き
草
の
よ
う
に
出
会
っ
て
は
す
ぐ
に
別
れ
る
知
友
と
の
送
別
の
悲
し
み
が
、

ま
た
郷
愁
と
と
も
に
沸
き
起

こ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

昌
亭
に
旅
食
し
、
下
走
の
窮
愁
を
悲
し
む
。
山
曲
に
掩
留
し
、
草
公
の
宴
喜
に
属
す
。
：
：
：
故
人
手
を
握
り
、
新
知
目
に
満
つ
0

・：

嵯
乎
、
此
の
歓
再
び
し
難
し
。
段
敷
な
り
北
海
の
鐙
。
相
い
見
る
は
何
れ
の
時
ぞ
。

倒
慌
た
り
南
浜
の
路
。

（
秋
日
楚
州
都
司
戸
宅
銭
佳
使



君
序
）嵯

乎
、
九
江
に
て
別
れ
を
為
す
。
帝
里
雲
端
に
隔
た
る
。
五
嶺
方
に
織
ゆ
。
交
州
天
際
に
在
り
。
方
厳
と
し
て
触
を
去
り
、
且
く
窮
途

に
対
す
。
玉
露
下
り
て
蒼
山
空
し
。
他
郷
に
悲
し
み
て
故
人
に
別
る
。

た
ず

咽
水
に
横
た
わ
り
て
東
西
し
、
愁
雲
を
緒
ね
て
南
北
す
。
況
ん
や
窮
途
に
泣
く
に
自
首
に
於
い
て
す
る
を
や
。
白
首
臨
別
の
秋
に
非

（
江
寧
呉
少
府
宅
銭
宴
序
）

ず
。
岐
路
に
瑳
く
に
他
郷
に
於
い
て
す
。
他
郷
宣
に
送
帰
の
地
な
ら
ん
や
。

（
越
州
永
興
李
明
府
宅
送
粛
三
還
斉
州
序
）

ま
た
、
有
名
な
膝
王
閣
詩
序
も
こ
の
時
期
呉
越
か
ら
交
此
へ
向
か
う
途
中
の
作
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
高
閣
に
登
っ
て
広
大
な
天
地

を
見
渡
し
た
王
勃
は
、
世
に
容
れ
ら
れ
な
い
ま
ま
異
郷
を
さ
ま
よ
う
心
細
さ
に
加
え
て
、
人
間
と
い
う
存
在
の
小
さ
さ
を
も
実
感
し
た
よ
う

で
あ
る
。天

高
く
地
温
か
に
し
て
宇
宙
の
窮
ま
り
無
き
を
覚
ゆ
。
興
尽
き
悲
し
み
来
り
て
盈
虚
の
数
有
る
を
知
る
。
：
：
：
関
山
越
え
難
し
。
誰
か

あ
や
ま

悲
し
ま
ん
失
路
の
人
。
葎
水
相
い
逢
う
。
尽
く
是
れ
他
郷
の
客
。
：
：
：
嵯
乎
、
時
運
斉
し
か
ら
ず
。
命
途
舛
り
多
し
。

（
牒
王
閣
詩
序
）
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こ
の
後
、

王
勃
は
広
東
に
足
を
の
ば
し
た
あ
と
、
海
を
渡
る
途
中
で
水
中
に
没
し
て
死
ん
だ
と
い
う
。
父
親
に
会
う
こ
と
も
で
き
ず
、

tま

な
は
だ
悲
惨
な
結
末
で
あ
る
が
、

そ
こ
に
至
る
ま
で
の
三
十
年
に
満
た
な
い
生
涯
も
す
こ
ぶ
る
不
幸
な
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま

い
。
王
勃
自
身
、

そ
う
し
た
不
幸
を
、

不
遇
の
嘆
き
、
望
郷
の
念
、
別
離
の
情
、

そ
し
て
人
間
の
卑
小
さ
を
感
じ
た
こ
と
か
ら
起
こ
る
寂
翠

感
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
表
現
さ
れ
た
悲
哀
は
志
ず
し
も
現
実
の
不
幸
の
大
き
さ
に
比
例
し
て
は
い
な
い
。
不
遇
を
嘆
く

の
に
窮
途
の
語
を
多
用
す
る
が
、
具
体
的
な
状
況
や
心
情
を
語
る
こ
と
は
し
な
い
。
前
途
の
不
安
な
旅
を
続
け
る
王
勃
に
と
っ
て
望
郷
の
思

い
は
渇
す
る
が
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
類
型
的
な
表
現
や
対
句
の
巧
み
さ
が
切
実
な
悲
哀
を
薄
め
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
不

遇
の
土
が
他
郷
で
出
会
っ
た
と
き
に
起
こ
る
感
情
も
、
決
し
て
浮
き
草
と
い
う
こ
と
ば
が
連
想
さ
せ
る
よ
う
な
は
か
な
さ
だ
け
で
は
な
か
っ



た
で
あ
ろ
う
。
宴
席
の
序
が
公
の
場
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
条
件
を
さ
し
ひ
い
て
も
、

王
勃
に
は
自
己
の
悲
哀
を
適
確
に
あ
る
い

で
あ
る
。

は
増
幅
さ
せ
て
表
現
す
る
と
い
う
意
識
や
才
能
は
は
な
は
だ
希
薄
だ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ
は
詩
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
の

百
年
懐
土
望

高
低
尋
成
道

間
葉
績
分
色

岡
崎
心
何
処
尽

千
里
倦
遊
情

遠
近
聴
泉
声

山
花
不
弁
名

風
急
暮
猿
清

百
年
懐
士
の
望
み

千
里
倦
遊
の
情

嘱 間 高
心葉低
何纏字成
れにか道

の色を
処を尋
に分ね
か方、
尽っち
く

~忌

近
山泉
花声
名を
を聴
弁雪く
えま

ず

風
急
に
暮
猿
清
し
（
麻
平
晩
行
）
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「
百
年
」
と
は
一
生
涯
の
こ
と
。

ま
た
、
「
千
里
」
と
は
旅
程
の
は
る
か
な
こ
と
。

と
も
に
生
涯
旅
を
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
境
遇
を
言

を
引
い
て
み
よ
う
。

う
こ
と
ば
と
し
て
壬
勃
が
好
ん
で
用
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
萄
の
地
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
次
に
交
陛
へ
向
か
う
途
中
の
作

客
心
懸
隣
路

樺
豊
朝
間
静

琴
声
鈴
別
恨

寧
寛
山
川
遠

遊
子
倦
江
干

篠
密
夜
牒
寒

風
景
駐
離
歓

悠
悠
旅
思
難

客
心
髄
路
に
懸
か
り

遊
子
江
干
に
倦
む

樺
豊
か
に
し
て
朝
瑚
静
か
に
篠
密
に
し
て
夜
臆
寒
し

け

と

ど

琴
戸
別
恨
を
錯
し
風
景
離
歓
を
駐
む

い

ず

く

お

寧
ん
ぞ
山
川
の
遠
き
を
寛
え
ん

悠
悠
と
し
て
旅
思
難
し
（
輔
遊
銭
別
）

い
ず
れ
も
第
一
聯
で
客
愁
を
述
べ
、
第
二
聯
、
第
三
聯
で
情
景
を
述
べ
、
第
四
聯
で
ふ
た
た
び
客
愁
を
述
べ
る
と
い
う
手
法
が
共
通
す
る

ほ
と
ん
ど
差
が
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
萄
で
の
客
愁
と
江
南
で
の
客
愁
と

だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
う
た
わ
れ
た
し
み
じ
み
と
し
た
旅
情
も
、



王
勃
は
そ
れ
ら
を
適
切
に
表
現
す
る
こ
と
を
し
な
い
。

送
送
多
窮
路

で
は
、
状
況
の
変
化
か
ら
み
て
雲
泥
の
差
が
あ
る
と
思
え
る
の
だ
が
、遼

遠
と
し
て
独
り
津
を
問
う

悲
涼
千
里
道

心
事
同
漂
泊

無
論
去
与
住

遺
違
独
問
津

懐
断
百
年
身

生
涯
共
苦
辛

倶
是
夢
中
人

送
り
送
り
て
窮
路
多
し

悲
涼
千
里
の
道

懐
断
す
百
年
の
身

去心
る事
と同
住2に
ま漂
る泊
と

論
ず
る
fJ:_ 

く

生
涯
共
に
苦
辛

倶
に
是
れ
夢
中
の
人
（
別
醇
華
）

こ
の
詩
は
舗
の
地
に
あ
っ
て
や
は
り
官
界
で
の
栄
達
に
不
安
を
抱
き
つ
つ
旅
に
出
る
知
友
を
見
送
っ
た
も
の
で
、

そ
の
多
く
は
人
生
に
行
き
詰
っ
た
者
だ
っ
た
。
君
も
い
ま
ひ
と
り
で
不
安
に
満
ち
た
気
持
で
職
を
探
さ

度
か
友
の
旅
立
ち
を
見
送
っ
た
が
、

「
自
分
は
こ
れ
ま
で
何

ね
ば
な
ら
な
い
。
悲
し
み
に
あ
ふ
れ
た
心
に
は
千
里
の
行
く
手
は
い
か
に
も
荒
涼
と
し
た
も
の
に
思
え
る
。
せ
い
ぜ
い
長
生
き
し
て
も
百
年

に
す
ぎ
な
い
人
生
を
諸
事
に
心
を
苦
し
め
る
う
ち
に
終
え
る
の
だ
。
私
も
君
も
心
に
思
う
事
は
漂
泊
の
旅
。
二
人
と
も
生
涯
は
辛
い
も
の
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だ
。
行
く
者
も
留
ま
る
者
も
、
別
れ
た
後
は
夢
の
中
で
会
う
だ
け
の
身
だ
」
と
い
う
の
が
そ
の
大
立
。
旅
立
つ
友
の
姿
に
自
ら
の
不
遇
の
悲

下
駅
窮
交
日

哀
を
見
出
し
て
う
た
っ
た
詩
で
あ
る
が
、
次
に
や
は
り
江
南
で
の
作
を
引
こ
う
。

H
H
亭
旅
食
の
年

相
知
何
用
早

流
楼
低
晩
照

去
去
如
何
道

昌
亭
旅
食
年

懐
抱
即
依
然

郷
路
隔
風
煙

長
安
在
日
辺

下
駅
窮
交
の
日

相
知
何
ぞ
早
き
こ
と
を
用
い
ん

懐
抱
即
ち
依
然
た
り

去浦
り 楼
去晩
れ照
如ぃ低
何かれ
で
か郷
道ぃ路
わ風
ん煙

を
隔
ぺ〉

白
下
駅
す
な
わ
ち
今
の
南
京
で
長
安
に
旅
立
つ
友
を
送
っ
た
詩
で
あ
る
が
、
自
ら
の
窮
状
に
つ
い
て
は
第
一
聯
に
お
い
て
貌
斉
や
韓
信
の

長
安
日
辺
に
在
り
（
白
下
駅
飯
店
少
府
）

不
遇
の
時
代
の
故
事
を
用
い
て
述
べ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
を
前
出
の
「
別
辞
華
」
と
く
ら
べ
る
と
、
詩
に
う
た
わ
れ
た
悲
哀
が
必
ず
し
も



現
実
の
悲
哀
を
反
映
さ
せ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

盛
唐
以
後
、
詩
人
達
は
急
速
に
そ
の
表
現
技
術
を
向
上
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
中
に
、

王
勃
の
不
幸
な
生
涯
に
つ
い
て
あ
ら

か
じ
め
知
識
を
持
ち
、

な
お
か
つ
彼
が
自
覚
し
た
悲
哀
に
つ
い
て
と
も
に
官
界
に
生
き
る
も
の
と
し
て
の
共
感
を
抱
く
者
が
い
た
と
し
た

ら
、
そ
の
詩
人
に
と
っ
て
壬
勃
の
詩
は
ど
こ
か
し
ら
も
ど
か
し
い
も
の
に
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、

王
勃
が
う
た
わ
な

か
っ
た
、
あ
る
い
は
う
た
え
な
か
っ
た
悲
哀
の
高
ま
り
を
、
自
ら
の
持
つ
技
量
を
駆
使
し
て
う
た
っ
て
み
よ
う
と
い
う
意
欲
を
、
果
し
て
彼

等
は
持
た
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

王
勃
の
詩
は
そ
う
し
た
詩
人
達
に
共
感
と
反
発
と
い
う
形
の
刺
激
を
与
え
て
盛
唐
以
後
の
充
実
を
導
き
出
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の

が
、
本
稿
の
結
論
と
す
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
が
、
次
に
絶
句
形
式
の
作
品
を
と
り
あ
げ
て
、

そ
の
点
に
つ
い
て
い
ま
す
こ
し
触
れ
て
み
た
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い
と
思
う
。

][ 

客
心
千
里
倦

春
事
一
朝
帰

客
心
千
里
に
倦
み
春
事
一
朝
に
し
て
帰
る

ま

ワ

ち

還
た
傷
む
北
園
の
裏
に

重
ね

春て
涙落
｛音i花
ミ手の
行飛
をぶ
成を
す見

る
を

嬬
春

還
傷
北
園
裏

重
見
落
花
飛

客
念
紛
無
極

春
一
保
倍
成
行

客
念
紛
と
し
て
極
ま
り
無
く

今
朝
花
樹
下

不
覚
恋
年
光

今
朝
花
樹
の
下

覚
え
ず
年
光
を
恋
う
（
春
遊
）

こ
れ
ら
の
詩
は
い
ず
れ
も
、

い
つ
ど
こ
で
作
ら
れ
た
も
の
な
の
か
さ
だ
か
で
は
な
い
が
、
客
愁
を
主
調
と
し
つ
つ
も
、
推
移
す
る
時
間
ヘ

の
お
の
の
き
や
一
度
し
か
な
い
人
生
へ
の
愛
惜
が
読
む
者
の
心
に
よ
く
伝
わ
っ
て
、

王
勃
の
詩
の
中
で
も
特
に
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。



絶
句
の
原
型
は
晋
宋
の
こ
ろ
す
で
に
民
歌
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
斉
梁
の
こ
ろ
に
は
文
人
達
も
盛
ん
に
と
り
あ
げ
た
が
、

そ
れ
ら
は
庚
信
な

ど
の
い
く
つ
か
の
例
を
除
い
て
、

お
お
む
ね
歌
謡
の
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
唐
詩
の
大
き
な
成
果
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
こ
の
最
も
短

い
詩
型
に
人
生
の
最
も
大
き
な
テ
i
マ
を
う
た
い
込
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、

王
勃
の
こ
れ
ら
の
詩
は
そ
の
最
も
早
い
例
と
見

倣
し
で
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
気
骨
と
い
う
点
で
は
路
賓
王
の
「
易
水
送
別
」
な
ど
に
は
も
と
よ
り
及
ぶ
べ
く
も
な
い
が
、
春
情

を
う
た
う
閏
怨
詩
と
紙
一
重
の
と
こ
ろ
で
士
人
の
悲
哀
を
う
た
う
こ
れ
ら
の
詩
は
、
む
し
ろ
先
ほ
ど
述
べ
た
こ
と
と
同
じ
理
由
で
詩
人
達
の

創
作
意
欲
を
か
き
た
て
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

王
勃
が
意
図
的
に
試
み
た
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
え
る
の
で
あ
る
。

以
下
、

し
ば
ら
く
そ
の
こ
と
を
論
ず
る
た
め
に
、

王
勃
の
「
春
思
賦
」
の
序
を
引
く
こ
と
と
す
る
。

成
亨
二
年
、
余
春
秋
二
十
有
二
。
巴
萄
に
旅
寓
し
、
歳
序
に
浮
遊
す
。
明
時
に
股
憂
し
、
聖
代
に
攻
壊
す
。
九
隣
県
の
令
、
河
東
の
柳

太
易
は
英
達
の
君
子
な
り
。
僕
、
遊
に
従
う
。
胸
懐
を
高
談
し
、
頗
る
憤
懲
を
洩
ら
す
。
時
に
春
な
り
。
風
光
依
然
た
り
。
古
人
云
う
、

ひ
そ

風
景
殊
ら
ざ
る
も
目
を
挙
ぐ
れ
ば
山
河
の
異
れ
る
有
り
、
と
。
其
れ
悲
し
か
ら
ず
や
。
僕
不
才
に
し
て
秋
介
の
士
な
り
。
縞
か
に
宇
宙
独

用
の
心
を
票
け
、
天
地
不
平
の
気
を
受
く
。
弱
植
一
介
、
千
里
に
窮
途
す
と
い
え
ど
も
、
未
だ
嘗
て
情
を
公
侯
は
下
さ
ず
、
色
を
流
俗
に

屈
せ
ず
。
凍
然
と
し
て
金
石
も
て
自
ら
匹
う
も
、
猶
お
情
を
春
に
忘
る
る
能
わ
ず
。
則
ち
春
の
及
ぼ
す
所
遠
く
、
春
の
感
ぜ
し
む
る
所
深

ゆ

え

ん

い

た

ず

き
を
知
る
。
此
れ
僕
の
窮
賎
を
撫
し
て
光
陰
を
惜
し
み
、
功
名
を
懐
い
て
歳
月
を
悲
し
む
所
以
な
り
。
宣
に
徒
ら
に
幽
宮
狭
路
、
陪
上
桑

間
の
み
な
ら
ん
や
、
屈
平
言
え
る
有
り
、
目
千
里
を
極
む
れ
ば
春
心
を
傷
ま
し
む
、

と
。
因
り
て
春
思
賦
を
作
る
。

官
職
を
解
か
れ
た
不
満
が
、
今
を
盛
り
と
倣
る
が
ご
と
き
春
景
色
と
落
拓
た
る
我
が
身
と
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
遇
の
士
人
の

悲
哀
に
転
じ
、

そ
の
心
情
を
春
事
に
託
し
て
う
た
お
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

中
国
の
詩
は
、
情
と
景
の
一
致
を
保
つ
こ
と
を
大
き
な
特
色
と
し
、

土
人
の
悲
哀
は
多
く
秋
景
に
融
和
さ
れ
て
う
た
わ
れ
、
友
子
の
怨
情
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は
多
く
春
望
に
触
発
さ
れ
て
う
た
わ
れ
る
。

「
女
は
陽
気
に
感
じ
て
男
を
思
う
」
な
ど
と
い
う
こ
じ
つ
け
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
咲
き

ほ
こ
る
花
の
色
に
ふ
と
容
貌
の
お
と
ろ
え
を
感
じ
、
鳴
き
か
わ
す
鳥
の
声
に
し
み
じ
み
と
独
居
の
さ
み
し
さ
を
思
う
こ
と
は
、
も
と
よ
り
感

情
の
自
然
な
発
露
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ま
た
、
宋
玉
が
「
九
弁
」
を
作
っ
て
以
来
、

士
人
達
は
、
散
り
落
ち
る
木
の
葉
や
空
を
行
く
腐
や
す
だ

く
虫
の
音
に
不
遇
や
鵠
旅
や
孤
独
の
織
り
な
す
悲
哀
を
導
き
出
す
こ
と
を
常
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、

王
勃
が
土
人

の
悲
哀
を
春
思
と
し
て
う
た
っ
た
こ
と
は
、

は
な
は
だ
興
味
深
い
こ
と
が
ら
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
う
し
た
試
み
は
主
勃

以
前
に
も
す
で
に
為
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
最
も
早
い
例
と
し
て
は
、

王
勃
自
身
も
引
く
屈
原
の
作
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

湛
湛
江
水
守
上
有
楓

湛
湛
た
る
江
水

上
に
楓
有
り

目
極
千
里
守
傷
春
心

日
千
里
を
極
め
れ
ば
春
心
を
傷
ま
し
む

千
里
の
は
て
を
眺
め
て
や
っ
て
傷
む
春
心
と
は
一
体
何
で
あ
っ
た
の
か
、

」
の
作
品
の
特
殊
性
を
考
慮
す
る
と
軽
々
し
く
言
う
の
を
は
ば

F
h
u
 

oo 

魂
令
帰
来

哀
江
南

魂
よ
帰
り
来
れ
、
江
南
京
し

（
楚
辞
・
招
魂
）

か
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
屈
原
の
不
遇
を
知
る
土
人
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
を
失
意
の
旅
の
さ
な
か
の
望
郷
の
念
と
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
で

あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
、
春
は
ふ
た
た
び
め
ぐ
り
来
た
の
に
自
分
は
ま
だ
時
を
得
な
い
ま
ま
異
郷
の
旅
を
続
け
て
い
る
と
い
う
悲

哀
を
主
調
と
し
た
作
品
が
、

い
く
つ
か
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

滋
客
芳
春
林

春
芳
傷
客
心

滋
客
芳
春
の
林

春
芳
客
心
を
傷
ま
し
む

傷
哉
客
遊
士

憂
思
一
何
深

傷
む
か
な
客
遊
の
士

憂
思
一
に
何
ぞ
深
し

目
感
随
気
草

耳
悲
詠
時
禽

日
は
気
に
随
う
草
に
感
じ

耳
は
時
を
詠
ず
る
禽
を
悲
し
む



属
探
多
遠
念

願
託
帰
風
響

緬
然
若
飛
沈

寄
一
一
一
一
口
遺
所
欽

属
探
し
て
多
く
遠
き
を
念
い

紬i
言然
をと
寄し
せて
て飛
欽之沈
ぶこす

所る
IこカL

遺マ若
らし
ん

（
皆
・
陸
機
・
悲
哉
行
）

願
わ
く
は
帰
風
の
響
き
に
託
し

こ
の
「
悲
哉
行
」
は
『
楽
府
詩
集
』
巻
六
十
二
に
収
め
ら
れ
る
が
、

『
楽
府
解
題
』
日
わ
く
、
陸
機
云
う
、
「
遊
客
芳
春
の
林
」
と
。

『
歌
録
』
日
わ
く
、
「
悲
哉
行
」
は
貌
の
明
帝
造
る
、

そ
の
題
下
の
注
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

と

謝
恵
連
一
五

う
、
「
鴇
人
淑
節
に
感
ず
」
と
。
皆
、
客
遊
し
て
物
に
感
じ
、
憂
旧
心
し
て
作
れ
る
を
一
一
一
一
口
う
な
り
、
と
。

こ
の
こ
と
か
ら
「
悲
哉
行
」
が
客
遊
憂
思
の
作
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
が
、

さ
ら
に
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、
同
書
に
収
め
ら
れ

た
陸
機
以
下
、
謝
霊
運
、
謝
恵
連
、
沈
約
の
六
朝
期
の
四
人
の
「
悲
哉
行
」
は
い
ず
れ
も
春
に
う
た
わ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
謝
恵
連
の
作
は
、
陸
機
の
作
の
最
終
聯
が
ど
こ
か
し
ら
男
女
相
思
の
作
の
お
も
か
げ
を
と
ど
め
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
の
世
に
お

擬
人
淑
節
に
感
じ
感
ず
る
に
縁
り
て
轍
を
同
さ
ん
と
欲
す
。

な

ん

し

ば

我
が
行
語
ぞ
幾
時
ぞ
華
実
線
、
、
討
結
す

み

み

よ

る

こ

実
を
観
れ
ば
情
悲
し
む
有
り
華
を
瞬
る
も
怠
悦
ぶ
無
し

み

い

か

物
を
覧
て
同
志
を
懐
う
如
何
ん
ぞ
復
た
希
別
せ
る
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総
人
感
淑
節

け
る
真
の
理
解
者
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
ま
で
う
た
っ
て
い
る
点
で
注
目
さ
れ
る
。

我
行
語
幾
時

視
実
情
有
悲

覧
物
懐
同
志

閥
嗣
湖
禽
羅

期
鳴
常
時
偶

縁
感
欲
同
轍

華
実
駿
好
結

瞬
華
意
無
悦

如
何
復
ポ
別

関
関
鳴
鳥
列

所
歎
独
吊
絶

間
剛
閥
た
り
湖
禽
の
羅

関
関
た
り
鳴
烏
の
列

期
鳴
常
に
鴎
偶

歎
ず
る
所
独
り
ポ
絶
す

こ
う
し
た
感
慨
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
棋
の
侃
籍
に
よ
っ
て
印
象
的
に
う
た
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
詠
懐
詩
の
中
に
も
、

招
魂

の
影
響
下
に
生
ま
れ
た
も
の
が
あ
る
。



湛
湛
長
江
水

皐
蘭
被
径
路

遠
望
令
人
悲

三
楚
多
秀
士

朱
華
振
芽
芳

一
億
黄
雀
哀

上
有
楓
樹
林

青
瞬
逝
隈
隈

春
気
感
我
心

朝
雲
進
荒
淫

高
察
相
追
尋

涙
下
誰
能
禁

皐湛

蘭湛
径た
路る
に 長
被：江
りぷの

水

上
に
楓
樹
の
林
有
り

青
瞬
逝
き
て
駿
駿
た
り

遠
望
す
れ
ば
人
を
し
て
悲
し
ま
し
む

春
気
我
が
心
を
感
ぜ
し
む

三
楚
秀
士
多
く

朝
雲
荒
淫
を
進
む

ーひ朱
と華
た芽
び芳
黄 を
雀振
の わ
為主し

及

し
む

高
察
相
い
追
尋
す

一
保
下
り
て
誰
か
能
く
禁
ぜ
ん
（
詠
懐
其
十
一
一
一
）

永
遠
の
時
の
流
れ
を
思
わ
せ
る
長
江
の
水
と
、
人
世
の
短
促
を
実
感
さ
せ
る
馬
の
疾
駆
。
そ
し
て
そ
の
短
い
時
間
の
中
で
為
さ
れ
る
人
間

の
い
と
な
み
の
な
ん
と
空
し
い
こ
と
か
。
こ
う
し
た
、
詠
懐
詩
人
十
二
首
の
其
調
と
も
い
え
る
股
憂
が
こ
こ
で
も
う
た
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

端
坐
苦
愁
思

る
。
院
籍
の
詠
懐
詩
に
は
貌
の
曹
植
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
が
、

端
坐
し
て
愁
思
に
苦
し
み

そ
の
曹
植
に
も
、
土
人
の
悲
哀
を
う
た
っ
た
春
思
の
作
が
あ
る
。

衣
を
撹
り
て
起
ち
て
凶
に
税
ぶ

一 回 一

樹
木
発
春
華

中
有
孤
鴛
鷺

我
願
執
此
鳥

欲
帰
忘
故
道

悲
風
鳴
我
側

重
陰
潤
万
物

誰
令
君
多
念

撹
衣
起
西
灘

清
池
激
長
流

哀
鳴
求
匹
儒

惜
哉
無
軽
舟

顧
望
但
懐
愁

義
和
逝
不
留

何
健
沢
不
周

自
使
懐
百
憂

樹
木
春
華
発
き

清
池
長
流
激
す

我中
此に
の孤
烏な
をる
執i鴛
え：駕
ん有
と り
願
う
も

哀
鳴
し
て
匹
伎
を
求
む

惜
し
い
か
な
軽
舟
な
し

帰
ら
ん
と
欲
し
て
故
道
を
忘
れ
顧
み
望
み
て
但
だ
愁
を
懐
く

ゆ

悲
風
は
我
が
側
に
鳴
り
義
和
逝
き
て
留
ま
ら
ず

た

く

あ

ま

何
ぞ
沢
の
周
ね
か
ら
ざ
る
を
懐
れ
ん

自
ら
百
憂
を
懐
か
し
む
る
（
贈
王
祭
）

誰重
か陰
君万
を物
しを
て j閏
念tさ
し、ば
多
か
ら
し
め



こ
の
ほ
か
で
は
、
貌
の
穏
康
の
「
贈
秀
才
入
軍
其
十
二
」
が
、
四
言
詩
で
は
あ
る
が
、
黄
鳥
の
鳴
き
か
わ
す
声
に
真
の
知
友
の
い
な
い
孤

独
感
を
喚
起
さ
れ
た
こ
と
を
う
た
い
、

ま
た
、
晋
の
張
華
の
「
答
何
部
其
三
」
が
、

や
は
り
と
も
に
春
景
を
め
で
る
親
友
の
い
な
い
こ
と
を

う
た
っ
て
い
る
の
が
、
男
女
の
情
を
う
た
う
春
思
の
詩
か
ら
一
歩
出
た
も
の
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
規
晋
の
こ
ろ
に
は
春
景
に
導
き
出
さ
れ
た
士
人
の
憂
愁
を
う
た
う
詩
が
、

そ
の
数
は
決
し
て
多
く
は
な
い
が
、
す
で
に
存

在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
宋
斉
梁
と
時
代
を
下
る
に
し
た
が
っ
て
、
「
悲
哉
行
」
の
よ
う
に
客
愁
を
主
調
と
し
た
作
品
が
次
第
に

ふ
え
て
く
る
。
そ
う
し
た
例
と
し
て
は
、
宋
の
飽
照
の
「
春
闘
鴨
」
「
送
盛
侍
郎
銭
候
亭
」
「
行
薬
至
城
東
橋
」
「
擬
行
路
難
其
十
三
」
、
斉
の
謝

跳
の
「
和
何
議
曹
郊
遊
二
首
」
「
晩
登
三
山
還
望
京
巴
L

「
春
思
」
梁
の
沈
約
の
「
春
思
」
、
何
遜
の
「
春
タ
早
泊
和
劉
諮
議
落
日
望
水
L

「春

暮
喜
酬
哀
戸
曹
苦
雨
」
、

王
僧
掃
の
「
春
日
寄
郷
友
」
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

そ
の
詩
人
も
作
品
も
、

や
は
り
多
い
と
は
言
え
な
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し、。
こ
う
し
た
こ
と
が
定
着
し
て
く
る
の
は
陪
に
入
っ
て
か
ら
で
、
例
と
し
て
は
陳
子
良
の
「
於
塞
北
春
日
思
帰
」
、
孫
万
寿
の
「
早
発
揚
州

還
望
郷
邑
」
「
答
掲
世
子
」
「
遠
成
江
南
寄
京
邑
親
友
」
、
柳
顧
言
の
「
春
歌
」
、
醇
道
衡
の
「
人
日
思
帰
」
、
虚
思
道
の
「
春
タ
経
行
留
侯
墓
」
、

似
素
の
「
贈
酵
播
州
其
十
二
其
十
三
」
、
「
山
斎
独
坐
贈
醇
内
史
二
首
」
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
絶
対
数
の
少
な
い
陪
詩
に
あ
っ
て

こ
れ
だ
け
の
作
品
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

や
は
り
注
目
す
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
春
望
に
触
発
さ
れ
た
士
人
の
悲
哀

を
う
た
う
と
い
う
興
味
あ
る
試
み
そ
の
も
の
は
、
実
は
前
代
の
流
行
を
受
け
つ
ぐ
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、

王
勃
の
こ
れ
ら
の
詩
の
新
し
さ
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
言
え
ば
、

ひ
と
つ
に
は
絶
句
形
式
を
用
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、

い
ま

ひ
と
つ
は
、
春
景
に
対
し
て
心
中
の
悲
哀
が
な
め
ら
か
に
導
き
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
は
粛
条
た
る
秋
の
風
景
を
前
に
し

た
と
き
に
は
、

心
中
の
悲
哀
を
そ
の
ま
ま
吐
露
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
悲
し
い
か
な
、
秋
の
気
を
為
す
や
」
と
い
う
こ
と
ば
に
は
、
人
は



何
の
注
釈
も
介
在
さ
せ
ず
に
、
自
然
の
感
情
と
し
て
共
感
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
花
は
咲
き
鳥
は
鳴
く
春
に
対
し
て
は
、
人
は

「
そ
れ
に
ひ
き
か
え
我
が
身
は
」
と
い
う
意
識
を
持
た
な
い
か
ぎ
り
、
「
悲
し
い
か
な
春
の
気
を
為
す
や
」
と
う
た
う
こ
と
は
自
然
で
は
な

い
。
女
性
の
春
情
を
う
た
う
詩
も
、

ま
た
士
人
の
悲
哀
を
う
た
う
右
に
あ
げ
た
諸
作
品
も
、

い
ず
れ
も
そ
う
し
た
意
識
を
持
つ
も
の
で
あ

る
。
唯
一
の
例
外
と
し
て
は
次
に
引
く
陸
機
の
詩
が
あ
る
く
ら
い
で
あ
る
。

節
運
同
可
悲

莫
若
春
気
甚

和節
風運
未＝同
だに
！填悲
にし
及む
ばベ
ざき
るも

し

な

春
気
の
甚
だ
し
き
に
若
く
は
莫
し

和
風
未
及
煩

遺
涼
清
且
漂

遺
涼
清
く
し
て
且
つ
漂
し
（
春
詠
）

だ
が
こ
の
詩
は
、
余
韻
を
残
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
舌
足
ら
ず
の
感
が
あ
り
、
あ
る
い
は
後
半
が
欠
落
し
た
も
の
で
は
な
い
か

と
思
え
る
の
で
あ
る
。
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そ
れ
に
対
し
て
王
勃
は
、
咲
き
ほ
こ
る
花
を
さ
な
が
ら
散
り
ゆ
く
落
葉
の
よ
う
に
見
た
て
て
悲
哀
を
導
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
春
が
ふ
た
た
び
め
ぐ
り
来
る
は
な
や
か
な
季
節
で
あ
り
、
悲
京
を
う
た
う
詩
人
が
二
度
と
帰
り
来
ぬ
時
間
を
不
遇
の
う
ち
に
過
ご
す

か
ぎ
り
、

「
そ
れ
に
ひ
き
か
え
我
が
身
は
」
と
い
う
意
識
は
決
し
て
消
え
去
る
も
の
で
は
な
い
が
、

王
勃
の
場
合
、
六
朝
人
に
比
べ
て
、

そ

の
意
識
を
こ
と
さ
ら
表
面
に
出
す
こ
と
は
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

そ
う
し
た
手
続
き
を
と
ら
な
く
て
も

春
の
悲
哀
は
う
た
え
る
と
い
う
可
能
性
を
示
し
た
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。
盛
唐
以
後
の
詩
人
が
季
節
の
制
約
を
越
え
て
悲
哀
を
う
た
う
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
こ
う
し
た
王
勃
の
試
み
が
刺
激
を
与
え
た
か
ら
だ
と
思
う
。

い
ま
、

そ
の
一
例
と
し
て
、
李
賀
の
詩
を
引

」
う
。

日
暖
自
粛
傑

花
悲
北
郭
騒

お
の
ず
か

日
は
暖
か
に
し
て
自
ら
粛
傑

花
は
悲
し
む
北
郭
騒

輸
穿
莱
子
眼

柳
断
舞
児
腰

愉
は
穿
つ
莱
子
の
眼

柳
は
断
ゆ
舞
児
の
腰



上
幕
迎
神
燕

飛
称
送
百
労

幕
を
上
げ
て

神
燕
を
迎
え

飛
称
百
労
を
送
る

胡
琴
今
日
恨

急
一
諸
向
檀
槽

胡
琴
今
日
の
恨
み

急
話
国
槽
に
向
う
（
感
春
）

IV 

主
勃
が
童
子
の
こ
ろ
か
ら
身
に
つ
け
て
い
た
文
学
的
素
養
は
、
斉
梁
体
、
す
な
わ
ち
当
時
に
お
い
て
最
も
も
て
は
や
さ
れ
た
ス
タ
イ
ル
で

あ
っ
た
。
そ
の
ス
タ
イ
ル
に
包
ま
れ
た
王
勃
の
心
情
は
、

だ
が
し
か
し
、
決
し
て
外
見
ど
お
り
の
美
や
平
静
さ
を
保
つ
て
は
い
ら
れ
な
か
っ

た
。
そ
の
あ
や
う
さ
が
当
時
の
人
々
の
眼
に
は
新
鮮
に
う
つ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
が
、
も
て
は
や
さ
れ
た
ス
タ
イ
ル
は
や
が
て
見
向
き
も
さ

れ
な
く
な
る
。
貴
族
と
は
無
縁
の
階
層
の
詩
人
が
多
く
輩
出
し
た
初
盛
唐
間
に
あ
っ
て
、
こ
の
ス
タ
イ
ル
が
見
棄
て
ら
れ
る
時
期
は
意
外
に

に
官
界
に
生
き
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
境
遇
は
ひ
そ
か
に
同
情
に
価
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、

そ
の
心
情
は
十
分
に
共
感
し
得
る
も
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円
十
く
来
た
。
気
骨
あ
る
文
学
と
生
き
方
を
目
指
す
こ
れ
ら
の
詩
人
達
に
と
っ
て
王
勃
は
決
し
て
手
本
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
。
だ
が
、
と
も

の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
共
感
と
反
発
。
新
し
い
創
造
を
為
す
う
え
に
不
可
欠
な
要
素
を
も
っ
て
、
玉
勃
は
次
代
の
詩
人
の
た
め
に
、
個
人
の
情

感
の
表
白
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
宮
廷
詩
に
よ
っ
て
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
領
域
を
ふ
た
た
び
聞
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
新
し
く
聞
け
た

創
造
的
領
域
の
上
に
陳
子
昂
が
現
わ
れ
て
復
古
を
提
唱
し
、
以
後
の
進
取
の
河
慨
に
富
む
詩
人
は
多
く
陳
子
四
却
を
称
え
た
の
で
あ
る
。
が
、

諸
手
を
あ
げ
て
王
勃
を
賛
美
す
る
戸
は
唐
人
か
ら
は
聞
こ
え
な
い
。

詩
人
間
の
影
響
関
係
を
論
ず
る
場
合
、
詩
人
が
自
ら
そ
の
影
響
を
認
め
る
発
一
一
一
一
口
を
第
一
の
論
拠
と
し
、
詩
一
品
の
共
通
を
第
二
の
論
拠
と
す

る
。
王
勃
が
盛
唐
以
後
の
詩
に
与
え
た
影
響
を
論
ず
る
場
合
、
第
一
の
論
拠
は
す
で
に
こ
れ
を
得
る
こ
と
は
望
み
う
す
で
あ
る
。
ま
た
、

王

勃
の
詩
が
多
く
六
朝
詩
の
一
品
葉
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
こ
と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
索
引
類
を
用
い
て
詩
一
品
の
共
通
性



右
に
挙
げ
た
李
賀
の
詩
は
、

を
探
る
作
業
を
す
す
め
た
場
合
、
第
二
の
論
拠
も
空
し
く
王
勃
の
頭
上
を
通
り
過
ぎ
て
ゆ
く
お
そ
れ
が
あ
る
。

そ
う
し
た
困
難
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
残
る
可
能
性
を
示
す
も
の
と
し
て
引
い
た
。
社
市
を
経
て
李
賀
に
至
る

王
勃
の
影
響
に
つ
い
て
は
、

い
ず
れ
稿
を
改
め
た
い
。

- 91ー


