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黄
河
の
イ
メ
ー
ジ

(343) 

決

「
登
鶴
鵠
楼
」
と
「
涼
州
詞
」を
め
ぐ
っ
て
ー
ー
ー

今
原

和
正

欲
窮
千
里
目

更
上
一
層
楼

千f 白？
里り日 2 鶴士
の挫S
目め山i µ噌i楼うをにけ
窮i 依ょ；~の
めっすぼ

んで’u

と尽つ
欲きき
し
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登
鶴
鵠
楼

白
日
依
山
尽

黄
河
入
海
流

更E 黄3
に j可が
上Z
る海i

~＂.；入ぃ

層すり
のてーお長ろ ，＇；；／；；；な
／ほう /JIしが

る

山
西
省
永
済
県
か
ら
西
南
へ
約
十
三
キ
ロ
行
っ
た
と
こ
ろ
に
、
蒲
州
鎮
と
い
う
町
が
あ
る
。
唐
代
の
蒲
州
（
河
中
府
）
。
そ
の
古
名
を
留

め
る
こ
の
町
の
西
を
、
広
い
川
幅
の
黄
河
が
北
か
ら
南
へ
と
流
れ
て
ゆ
く
。
今
で
も
こ
の
あ
た
り
に
は
い
く
つ
も
の
中
州
が
点
在
す
る
が
、

西
貌
（
五
三
五
1

五
五
六
）
の
時
代
、
そ
う
し
た
広
大
な
中
州
の
ひ
と
つ
に
、
中
津
城
と
い
う
城
郭
が
築
か
れ
た
。
鶴
鵠
楼
と
は
そ
の

中
津
城
の
城
壁
の
西
南
の
隅
に
造
ら
れ
た
三
層
の
城
楼
で
、
北
周
（
五
六

0
1
五
八
二
の
字
文
護
が
建
て
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
ぷ

o



そ
の
鶴
鵠
楼
は
北
宋
の
時
代
に
お
き
た
黄
河
の
大
氾
濫
や
元
初
の
戦
火
の
た
め
に
消
失
し
、
そ
の
後
、
鶴
鵠
楼
の
一
屑
額
を
か
か
げ
て
失
わ
れ

た
旧
楼
の
代
わ
り
に
人
々
に
親
し
ま
れ
た
蒲
州
城
の
城
楼
も
、
こ
れ
ま
た
消
失
し
て
し
ま
っ
た
。
近
年
、
観
光
名
所
と
し
て
、
唐
代
の
建
築

様
式
を
模
し
た
新
た
な
楼
が
建
設
さ
れ
て
い
る
と
い
パ
ド
。
こ
の
あ
た
り
か
ら
南
へ
二
五
キ
ロ
ほ
ど
下
っ
た
と
こ
ろ
で
、
黄
河
は
ほ
ぼ
直
角
に

東
に
折
れ
、
東
流
す
る
黄
河
の
北
岸
に
沿
っ
て
、
中
条
山
の
山
な
み
が
つ
ら
な
っ
て
い
る
。
北
か
ら
流
れ
来
る
黄
河
の
流
れ
と
そ
の
西
側
に

広
が
る
清
河
平
原
、
そ
し
て
南
に
つ
ら
な
る
中
条
山
の
山
な
み
。
こ
れ
が
鶴
鵠
楼
か
ら
眺
め
ら
れ
る
風
景
の
骨
格
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
、

今
も
昔
も
変
わ
り
は
な
い
。

こ
の
楼
に
登
っ
て
詩
を
賦
し
た
詩
人
と
し
て
、
王
之
換
、
暢
当
、
李
益
ら
の
名
が
伝
わ
る
が
、
そ
の
な
か
で
も
王
之
換
の
作
と
さ
れ
る
こ

（
四
）

の
詩
は
、
そ
の
後
さ
ま
ざ
ま
な
選
集
に
採
録
さ
れ
、
清
代
の
記
録
で
は
「
市
井
の
児
童
も
皆
知
り
て
之
を
諦
す
」
と
い
う
ほ
ど
に
知
れ
わ
た
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り
、
ま
た
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
『
唐
詩
選
』
に
採
ら
れ
て
い
る
た
め
か
、
こ
の
詩
を
知
る
人
は
多
い
。
前
半
二
句
の
雄
大
な
光
景
、
後
半

二
句
の
気
の
利
い
た
表
現
。
そ
れ
が
人
々
に
愛
唱
さ
れ
続
け
て
き
た
理
由
で
あ
ろ
う
。
が
、
吉
川
幸
次
郎
氏
は
『
続
人
間
詩
話
』
（
岩
波
新

室
田

一
九
六
一
年
）
の
「
そ
の
五
十

王
之
換
」
の
冒
頭
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

有
名
な
詩
と
い
う
も
の
は
、
誰
に
で
も
感
動
を
与
え
る
か
ら
、
有
名
な
詩
な
の
で
あ
る
。
誰
に
で
も
感
動
を
与
え
る
と
い
う
の
は
、

非
凡
な
発
想
と
、
非
凡
な
表
現
と
が
、
そ
の
詩
に
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
非
凡
さ
が
、
誰
に
で
も
す
ぐ
ぱ
っ
と
う
け
と
め
ら

れ
る
形
に
、
し
く
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
、
そ
の
非
凡
さ
を
感
ず
る
こ
と
は
容
易
で
も
、

一
つ
一
つ
の
字
句

を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
と
、
非
凡
な
だ
け
に
困
難
を
感
ず
る
場
合
が
、
少
な
く
な
い
。

八
世
紀
の
詩
人
で
あ
る
王
之
換
の
、
有
名
な
五
言
絶
句
も
、
そ
れ
に
属
す
る
か
と
思
わ
れ
る
。

(342) 



市
井
の
児
童
が
そ
ら
ん
じ
て
い
る
よ
う
な
詩
。
そ
の
平
易
さ
の
う
ち
に
ひ
そ
む
非
凡
さ
を
説
き
明
か
そ
う
と
す
る
吉
川
氏
の
試
み
は
、
四

(341) 

十
年
以
上
も
た
つ
た
今
で
も
な
お
、
解
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
を
含
ん
で
い
る
と
思
う
。
そ
こ
で
、
本
論
で
は
、
吉
川
氏
の
説
を
紹
介

し
な
が
ら
、
こ
の
詩
に
対
す
る
私
の
解
釈
を
示
す
こ
と
に
す
る
。

最
初
に
、

一
句
目
の
「
白
日
」
に
つ
い
て
、
吉
川
氏
は
、

ま
っ
し
ろ
に
ぎ
ら
ぎ
ら
と
か
が
や
く
、
ま
ひ
る
の
太
陽
と
い
う
の
が
、
普
通
の
語
義
で
あ
る
。
注
釈
書
の
あ
る
も
の
が
誤
る
よ
う
に
、

落
日
の
意
味
で
は
な
い
。
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と
述
べ
て
い
る
。
例
え
ば
明
の
唐
汝
詞
が
「
日
没
河
流
之
景
」
（
『
唐
詩
解
』
）
と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
句
を
、
夕
日
が
山
に
沈
む
光
景
、

と
解
釈
す
る
こ
と
に
は
、
吉
川
氏
は
賛
意
を
示
さ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
清
水
茂
氏
は
、
「
ぎ
ら
ぎ
ら
と
か
が
や
く
、
ま
ひ
る
の
太
陽
」
と

い
う
の
は
必
ず
し
も
普
通
の
語
義
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
ま
た

「
白
日
」
の
「
白
」
は
「
意
味
」
を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
い
余
分
な

（
五
）

一
句
目
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
見
解
を
述
べ
る
。

（
円ag
合
口
件
）
こ
と
ば
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
を
論
証
す
る
と
と
も
に
、

こ
の
詩
に
お
い
て
、
「
白
日
」
が
「
夕
方
の
太
陽
」
で
あ
り
得
る
の
は
、
「
依
山
尽
」
を
、
「
西
の
山
に
も
た
れ
る
よ
う
に
、
沈
み
ゆ

く
」
と
解
す
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
も
し
夕
方
を
示
す
こ
と
ば
が
な
け
れ
ば
、
だ
れ
も
「
白
日
」
を
「
夕
日
」
だ
と
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

：
こ
の
王
之
換
の
詩
に
つ
い
て
、
「
白
日
」
は
、
夕
方
の
太
陽
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
が
、
辞
典
が
「
白
日
」
そ
の
も
の
に
、
「
タ



日
」
と
い
う
解
を
与
え
る
の
は
、
ま
ち
が
い
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
円
傍
点
清
水
氏
）

「
白
日
」
は
「
日
」
と
い
う
の
に
ほ
ぼ
ひ
と
し
く
、
そ
れ
自
体
は
「
ま
ひ
る
の
太
陽
」
と
も
「
夕
方
の
太
陽
」
と
も
規
定
し
て
い
な
い
。

ま
ひ
る
の
光
景
の
中
に
使
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
ま
ひ
る
の
太
陽
」
で
あ
り
、
夕
方
の
光
景
の
中
に
使
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
夕
方
の
太
陽
」

な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
白
日
」
を
「
夕
方
の
太
陽
」
と
解
す
る
か
ぎ
り
、
こ
の
句
そ
の
も
の
に
は
何
の
問
題
も
生
じ
な
い
。
「
夕
日
が
山

に
も
た
れ
る
よ
う
に
し
て
沈
ん
で
ゆ
く
」
と
い
う
光
景
を
思
い
浮
か
べ
れ
ば
よ
い
か
ら
だ
。
だ
が
、
「
白
日
」
を
「
ぎ
ら
ぎ
ら
と
か
が
や
く
、

ま
ひ
る
の
太
陽
」
と
解
釈
す
る
と
、
今
度
は
「
依
山
尽
」
の
解
釈
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
昼
間
か
ら
日
が
沈
む
こ
と
は
な
い
か
ら
だ
。

そ
こ
で
古
川
氏
は
、
こ
の
句
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

こ
こ
の
「
白
日
」
の
二
字
は
、
太
陽
そ
の
も
の
よ
り
も
、
ぎ
ら
ぎ
ら
と
光
る
太
陽
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
射
出
す
る
光
の
矢
に
充
満

-27-

し
た
天
空
を
い
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
大
き
く
平
野
の
上
に
か
ぶ
さ
り
、
た
れ
さ
が
り
、
地
平
と
接
す
る
が
、
地
平
の
ふ
ち
ど
り
と

し
で
あ
る
の
は
山
な
み
で
あ
る
。
そ
の
山
な
み
に
も
た
れ
か
か
る
よ
う
に
し
て
、
白
日
の
支
配
す
る
領
域
は
、
尽
き
き
わ
ま
っ
て
い
る

と
い
う
の
が
、
「
白
日
依
山
尽
」
と
い
う
五
字
に
よ
っ
て
、
詩
人
の
意
味
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
、
私
は
考
え
る
。

こ
の
解
釈
は
、
私
に
は
、
や
は
り
い
さ
さ
か
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
「
白
日
」
は
あ
く
ま
で
太
陽
そ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
し
て
ま
で
、
何
故
、
吉
川
氏
は
「
白
日
」
日
「
ま
ひ
る
の
太
陽
」
に
こ
だ
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。
吉
川
氏
は

(340) 

そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
は
し
て
い
な
い
。
や
や
も
す
れ
ば
曲
解
と
も
受
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
こ
の
解
釈
を
、
私
は
と
て
も
興
味
深
く
思
う
。



す
ぐ
れ
た
直
感
と
想
像
力
が
考
証
の
壁
を
越
え
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
、
古
川
氏
の

(339) 

学
者
と
し
て
の
資
質
と
業
績
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
私
も
、
こ
こ
で
の
「
白
日
」
は
「
ま
っ
し
ろ
に
ぎ
ら
ぎ
ら
と
か
が
や

く
、
ま
ひ
る
の
太
陽
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
だ
が
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
次
の
記
載
を
引
こ
う
。

史
記
日
、
同
本
紀
言
、
河
出
昆
山
命
。
昆
矯
甚
高
三
千
五
百
余
里
、
日
月
所
相
避
隠
為
光
明
也
。

（
唐
・
欧
陽
拘
「
芸
文
類
緊
」
巻
七
山
部
下

山
昆
忠
岡
山
）

史
記
に
日
わ
く
、
百
円
本
紀
に
言
、
っ
、
河
は
昆
請
に
出
、
ず
。
昆
民
間
は
甚
だ
高
く
三
千
五
百
余
里
、
日
月
の
相
い
避
隠
し
て
光
明
を
為
す
所

な
り
、
と
。
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一
里
を
五
百
六
十
メ
ー
ト
ル
と
す
れ
ば
、
三
千
五
百
里
は
、
お
よ
そ
一
百
九
十
六
万
メ
ー
ト
ル
。
約
二
百
万
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
と
い
う
の

あ
ろ
う
。
「
白
日
」
が
「
山
に
依
っ
て
尽
き
る
」

は
、
む
ろ
ん
現
実
的
な
数
値
で
は
な
い
が
、
こ
の
高
さ
な
ら
「
ぎ
ら
ぎ
ら
と
か
が
や
く
、
ま
ひ
る
の
太
陽
」
が
隠
れ
て
し
ま
う
の
に
十
分
で

の
は
、
山
が
高
い
か
ら
だ
、
と
い
う
指
摘
は
す
で
に
あ
る
が
、
そ
の
山
が
昆
忠
岡
山
、
だ
と
す

る
指
摘
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。
注
釈
家
の
多
く
は
こ
の
山
を
中
条
山
と
し
て
い
る
が
、
中
条
山
脈
の
最
高
峰
は
雪
花
山
で
、
海
抜
は
一

九
九
三
メ
ー
ト
ル
。
昼
間
か
ら
太
陽
が
隠
れ
る
ほ
ど
の
高
さ
で
は
な
い
。
そ
れ
に
な
に
よ
り
、
方
角
的
に
お
か
し
い
。
「
白
日
」U

「
ま
ひ

る
の
太
陽
」
」
が
「
依
っ
て
尽
き
る
」
リ
「
も
た
れ
る
よ
う
に
沈
ん
で
い
く
」
こ
と
の
で
き
る
「
山
」
は
、
伝
説
上
の
昆
忠
岡
山
し
か
な
い
の

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
句
は
、
中
条
山
に
太
陽
が
隠
れ
て
く
ゆ
く
さ
ま
を
鶴
鵠
楼
か
ら
描
い
た
実
景
、

で
は
な
く
て
、
は
る
か
西
の
か
な



た
、
黄
河
の
源
の
光
景
を
想
像
し
た
も
の
、
と
理
解
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
が
作
ら
れ
て
か
ら
さ
ほ
ど
時
を
経
て
い
な
い
時
期

（
七
）

に
も
、
ど
う
や
ら
そ
う
し
た
解
釈
を
し
て
い
た
人
々
が
い
た
よ
う
で
あ
る
。
建
中
元
年
（
七
八

O
）
に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
李
翰
の
「
河

中
府
鶴
鵠
楼
集
序
」
の
な
か
に
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

概
四
方
佳
門
秀
有
登
者
、
悠
然
遠
心
、
如
思
龍
門
、
若
望
山
昆
民
間
。

概
ね
四
方
の
佳
門
秀
の
登
る
こ
と
有
る
者
、
悠
然
と
し
て
心
を
遠
く
し
、
龍
門
を
思
う
が
如
く
、
昆
掃
を
望
む
が
若
し
。

鶴
鵠
楼
に
登
っ
た
李
翰
た
ち
は
、
そ
こ
に
す
で
に
書
き
付
け
ら
れ
た
詩
を
自
に
し
た
わ
け
だ
が
、
「
若
望
昆
忠
岡
」
と
い
う
表
現
が
王
之
換
Q
ノ

吋
，
h

の
作
と
さ
れ
る
こ
の
句
を
指
す
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
「
如
思
龍
門
」
に
つ
い
て
は
、
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
鶴
鵠
楼

が
あ
っ
た
あ
た
り
か
ら
北
へ
九
十
キ
ロ
ほ
ど
黄
河
を
さ
か
の
ぼ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
扮
河
が
黄
河
に
合
流
す
る
。
龍
門
と
は
こ
の
あ
た
り
の
地

名
で
あ
る
。
李
益
の
「
同
崖
郊
登
鶴
鵠
楼
」
の
三
句
目
の
「
漢
家
篇
鼓
空
流
水
」
と
い
う
表
現
は
、
漢
の
武
帝
が
扮
陰
で
后
土
を
洞
っ
た
と

き
の
「
秋
風
辞
」
を
ふ
ま
え
る
も
の
で
、
あ
る
い
は
「
如
思
龍
門
」
と
は
、
李
益
の
こ
の
句
を
指
す
か
と
思
わ
れ
る
が
、
制
作
年
代
の
問
題

も
あ
っ
て
、
何
と
も
言
え
な
い
。
た
だ
、
そ
の
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、
王
之
換
の
作
と
さ
れ
る
こ
の
詩
以
外
に
、
北
の
方
角
を
望
ん
で
う
た
っ

た
詩
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

さ
て
、

一
句
目
が
黄
河
の
西
の
果
て
を
想
像
し
て
描
い
た
も
の
な
ら
、
二
句
目
も
黄
河
の
東
の
果
て
を
こ
れ
ま
た
想
像
し
て
描
い
た
も
の

(338) 

で
あ
ろ
う
。
黄
河
の
源
と
は
異
な
り
、
黄
河
の
河
口
は
人
々
が
実
際
に
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
文
献
と
し
て
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
載



が
あ
る
。

(337) 

准
南
子
、
又
目
、
河
水
九
折
注
海
而
流
不
絶
者
、
有
昆
忠
岡
之
輸
也
。

（
唐
・
欧
陽
詞
「
芸
文
類
緊
』
巻
八
水
部
上

河
水
）

准
南
子
、
又
た
日
う
、
河
水
は
九
折
し
て
海
に
注
い
で
而
も
流
れ
の
絶
え
ざ
る
は
、
昆
嵩
の
輸
る
有
れ
ば
な
り
、
と
。

鶴
鵠
楼
か
ら
は
、
当
然
、
黄
河
が
海
に
注
ぐ
光
景
を
目
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
は
皆
こ
の
句
を
眼
前
の
実
景
と
関
係

た
た
え
た
ぎ
ら
せ
つ
つ
、
黄
河
は
こ
こ
を
流
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
と
述
べ
て
い
る
。

一
句
目
を
実
景
と
と

ハ
U

づ
け
て
解
し
て
き
た
。
例
え
ば
吉
川
氏
も
、
「
や
が
て
は
東
海
に
そ
そ
ぎ
込
む
べ
き
大
地
の
大
動
脈
と
し
て
、
す
さ
ま
じ
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

ら
え
る
と
、
二
句
日
が
想
像
で
あ
る
と
の
発
想
は
な
か
な
か
生
ま
れ
て
こ
な
い
。
一
句
目
が
想
像
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
け
ば
、
二
句
日
も

想
像
、
だ
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
三
句
日
の
「
千
里
」
に
つ
い
て
だ
が
、
古
川
氏
は
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
指
摘
を
し
て
い
る
。

黄
河
の
河
道
は
、
発
源
以
来
、
海
に
は
い
る
ま
で
に
、
九
度
屈
折
し
、
屈
折
し
て
方
向
を
か
え
る
ご
と
に
千
里
を
流
れ
る
、
と
い
う

い
い
っ
た
え
が
、
『
山
海
経
』
、
『
水
経
注
』
な
ど
に
見
え
る
。
鶴
鵠
楼
の
あ
る
河
中
府
は
、
そ
の
最
後
の
ま
が
り
角
で
あ
っ
て
、
こ
こ



ま
で
の
千
里
を
、
南
に
流
れ
て
き
た
黄
河
は
、
こ
こ
の
や
や
南
の
と
こ
ろ
で
、
直
角
に
東
に
折
れ
、
最
後
の
千
里
を
東
へ
と
流
れ
、
や

が
て
海
に
は
い
る
。
す
る
と
、
「
千
里
の
目
を
窮
め
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
千
里
先
の
黄
河
の
河
口
、
そ
れ
は
も
と
よ
り
現
実
に
は
見

え
る
べ
く
も
な
い
が
、
そ
こ
ま
で
も
見
は
る
か
す
べ
く
、
さ
ら
に
一
層
の
楼
を
上
る
、
も
う
一
つ
上
の
階
へ
の
ぼ
る
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

私
も
、
こ
こ
で
の
「
千
里
」
と
は
、
た
だ
単
に
距
離
の
遠
い
こ
と
を
い
う
語
で
は
な
く
て
、
黄
河
が
大
き
く
曲
が
る
地
点
を
指
す
語
だ
と

考
え
る
。
『
山
海
経
』
『
水
経
注
』
の
ほ
か
に
も
、
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。（

唐
・
欧
陽
詞
『
芸
文
類
緊
』
巻
八

水
部
上

河
水
）

-31-

物
理
論
目
、
河
色
黄
赤
、
衆
川
之
流
、
蓋
濁
之
也
。
百
里
一
小
曲
、
千
里
一
大
曲
一
直
。

物
理
論
に
日
わ
く
、
河
色
の
黄
赤
な
る
は
、
衆
川
の
流
れ
、
蓋
し
之
を
濁
せ
る
な
り
。
百
里
に
一
小
曲
、
千
里
に
一
大
曲
し
て
一
直
す
。

実
際
、
地
図
を
見
る
と
、
鶴
鵠
楼
の
あ
る
位
置
か
ら
北
へ
六
百
キ
ロ
ほ
ど
の
と
こ
ろ
で
黄
河
は
大
き
く
曲
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

吉
川
氏
の
「
鶴
鵠
楼
の
あ
る
河
中
府
は
、
そ
の
最
後
の
ま
が
り
角
で
あ
っ
て
」
と
い
う
指
摘
は
い
さ
さ
か
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も

し
れ
な
い
。
唐
代
、
黄
河
は
河
中
府
か
ら
東
へ
お
よ
そ
一
千
二
百
里
ほ
ど
離
れ
た
河
北
道
貌
州
（
温
州
）
臨
黄
の
あ
た
り
で
ほ
ぼ
直
角
に
北

（
九
）

に
向
き
を
変
え
、
さ
ら
に
千
里
ほ
ど
流
れ
て
溺
海
に
注
い
で
い
た
。
こ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
吉
川
氏
の
こ
の
説
は
今
日
で
は
ほ
と
ん
(336) 



ど
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
が
、
一
句
目
と
二
句
目
が
想
像
上
の
光
景
だ
と
す
る
と
、
千
里
一
大
曲
の
説
が
に
わ
か
に
生
き
て
く
る
の
で
あ
る
。

(335) 

つ
ま
り
、
黄
河
が
北
か
ら
流
れ
て
き
て
大
き
く
東
へ
と
流
れ
を
変
え
る
あ
た
り
で
、
作
者
は
黄
河
の
西
の
果
て
と
東
の
果
て
の
光
景
を
頭
に

思
い
描
い
た
。
だ
が
、
黄
河
の
全
体
を
一
目
で
見
る
こ
と
は
、
む
ろ
ん
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
せ
め
て
、
北
と
東
（
実
際
は
北
だ
け
だ
ろ

う
が
）
、
黄
河
が
大
き
く
曲
が
る
あ
た
り
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
、
そ
う
思
っ
て
さ
ら
に
一
階
上
へ
の
ぼ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な

か
ろ
う
か
。

私
が
こ
こ
で
引
用
し
た
記
載
は
、

い
ず
れ
も
『
芸
文
類
緊
』
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
『
芸
文
類
家
』
は
初
唐
に
成
立
し
た
類
書
で
、

当
時
の
知
識
人
の
常
識
を
あ
る
程
度
反
映
す
る
も
の
と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
西
の
果
て
、
天
に
届
か
ん
ば
か
り
の
昆
掃
山
に
源
を
発

す
る
黄
河
は
、
坂
を
下
る
よ
う
に
し
て
流
れ
、
千
里
流
れ
る
ご
と
に
大
き
く
折
れ
曲
が
り
、
そ
し
て
東
の
海
に
注
ぐ
。
こ
れ
が
当
時
の
人
々

の
思
い
描
い
て
い
た
黄
河
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
を
ふ
ま
え
て
、
現
実
の
光
景
を
一
つ
も
描
く
こ
と
な
く
、
五
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言
四
句
と
い
う
最
小
詩
形
に
、
可
能
な
限
り
の
大
き
な
光
景
を
描
く
こ
と
に
成
功
し
た
の
が
、
こ
の
詩
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
う
な
ら
、

こ
の
詩
は
二
聯
と
も
対
句
で
構
成
さ
れ
、
特
に
後
半
の
二
句
は
流
水
対
と
い
う
高
度
な
技
法
を
用
い
て
い
る
の
だ
が
、
そ
ん
な
こ
と
を
ま
っ

た
く
感
じ
さ
せ
な
い
ほ
ど
に
自
然
な
詩
で
あ
り
、
作
者
の
技
量
の
ほ
ど
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
当
然
、
人
々
の
興
味
は
、
こ
の
よ

う
な
す
ぐ
れ
た
詩
を
作
っ
た
詩
人
に
向
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

（
十
）

こ
の
詩
の
作
者
に
つ
い
て
、
清
水
茂
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
詩
を
収
め
る
い
ち
ば
ん
早
い
総
集
は
、
唐
の
荷
挺
章
の
『
園
秀
集
』
巻
下
で
あ
る
が
、
処
士
朱
斌
の
作
と
さ
れ
る
。



こ
の
線
集
に
は
、
別
に
王
之
換
の
作
と
し
て
、
巻
下
に
三
首
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
『
園
秀
集
』
の
編
者
は
王
之
換
の
作
品
で
は

な
い
と
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
王
之
換
の
作
と
し
た
の
は
、

い
つ
ご
ろ
に
は
じ
ま
る
か
あ
き
ら
か
で
は
な
い
が
、
宋
初
の
太

宗
皇
帝
の
勅
命
に
よ
っ
て
李
肪
ら
が
編
集
し
た
『
文
苑
英
華
』
巻
コ
二
こ
に
は
、
も
う
王
之
換
作
と
し
て
収
め
ら
れ
て
お
り
、
計
有
功

の
『
唐
詩
紀
事
』
巻
二
六
、
洪
逼
の
『
唐
人
万
首
絶
句
』
五
言
、
巻
一
五
（
嘉
靖
刊
本
の
巻
次
に
よ
る
、
下
も
同
じ
）
に
も
、
王
之
換

の
作
と
し
て
収
め
る
。
宋
代
以
後
は
、
王
之
換
の
作
と
さ
れ
る
の
が
ふ
つ
う
の
よ
う
で
あ
る
が
、
同
時
代
人
と
思
わ
れ
る
高
挺
章
が
、

王
之
換
の
作
と
せ
ず
、
朱
斌
の
作
と
し
て
い
る
の
は
、
無
視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
や
や
後
輩
の
李
翰
（
貞
元
十
八
年
（
八O
三
）
以

後
没
）
（
「
河
中
鶴
鵠
楼
集
序
」
『
文
苑
英
華
』
巻
七
一
O
）
に
、
鶴
鵠
楼
に
関
す
る
詩
に
つ
い
て
、
王
之
換
と
李
翰
の
あ
い
だ
の
詩
人

と
思
わ
れ
る
暢
諸
（
兄
、
暢
当
は
、
大
歴
七
年
（
七
七
二
）
の
進
士
、
鶴
鵠
楼
の
詩
は
『
全
唐
詩
』
で
は
、
暢
当
の
作
と
す
る
）
の
名
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を
あ
げ
て
、
王
之
換
の
名
を
あ
げ
な
い
の
は
、
消
極
的
に
、
こ
の
詩
が
、
当
時
、
王
之
決
「
鶴
鵠
楼
に
登
る
」
詩
で
な
か
っ
た
こ
と
を

傍
証
す
る
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
朱
斌
に
こ
の
詩
の
著
作
権
を
帰
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
が
、
作
者
の
問
題
は
、
こ
の
論
文
の

主
題
で
な
い
の
で
、
断
定
は
避
け
、
し
ば
ら
く
俗
に
し
た
が
っ
て
、
こ
の
詩
を
王
之
換
の
作
品
と
し
て
お
く
。

中
国
で
も
、

（
十
二

一
九
八
0
年
代
以
降
、
作
者
王
之
換
説
を
疑
う
論
文
が
何
篇
か
発
表
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
作
者
王
之
漁
説
に
は
確
た
る

根
拠
は
な
い
。
で
は
、
作
者
朱
斌
説
の
根
拠
は
確
実
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
清
水
氏
は
控
え
め
な
が
ら
も
、
李
翰
の
「
河
中
鶴
鵠
楼
集
序
」

に
王
之
換
の
名
を
あ
げ
て
い
な
い
こ
と
を
、
作
者
王
之
換
説
を
否
定
す
る
傍
証
と
し
て
い
る
が
、
す
で
に
見
た
と
お
り
、
名
を
あ
げ
ら
れ
な(334) 

か
っ
た
の
は
王
之
換
だ
け
で
は
な
く
、
「
如
思
龍
門
」
の
詩
の
作
者
の
名
も
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
い
ず
れ
も
「
四
方
需
秀
有
登
者
」
と
ひ



と
く
く
り
に
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
作
者
の
名
を
あ
げ
な
か
っ
た
の
は
、
あ
る
い
は
文
章
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
問
題
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

私
は
む
し
ろ
、
李
翰
が
な
ぜ
暢
諸
の
名
を
あ
げ
た
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
と
す
べ
き
だ
と
思
う
。
李
翰
は
こ
こ
で
暢
諸
の
こ
と
を
「
前
輩
」

（
十
二
）

と
言
い
、
「
暢
生
」
と
言
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
親
し
み
の
中
に
も
敬
意
を
込
め
た
表
現
で
あ
り
、
李
翰
及
び
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
人
々

(333) 

と
暢
諸
の
関
係
の
浅
か
ら
ぬ
事
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
あ
る
い
は
何
ら
か
の
意
図
が
あ
っ
て
暢
諸
を
顕
彰
し
よ
う
と
し
た
の
か

も
知
れ
な
い
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
王
之
換
の
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
こ
と
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
作
者

王
之
換
説
を
否
定
す
る
傍
証
に
も
な
り
に
く
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
作
者
朱
斌
説
の
根
拠
と
な
る
も
の
は
、
や
は
り
育
挺
章
の
『
闘

秀
集

の
記
載
だ
け
な
の
で
あ
る
。
「
国
秀
集
』
は
確
か
に
同
時
代
の
詩
人
の
作
品
を
収
録
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
資
料
的
な
価
値
も

あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
資
料
と
し
て
全
面
的
に
信
頼
を
寄
せ
て
よ
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
同
時
代
ゆ
え
の
流
動
的
な
部

分
を
も
そ
の
中
に
含
む
か
ら
で
あ
る
。
『
国
秀
集
」
の
こ
の
記
載
は
、
作
者
朱
斌
説
が
当
時
行
わ
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
し
め
す
も
の

（
十
一
ニ
）

で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
あ
る
い
は
誤
り
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
『
国
秀
集
』
に
は
作
者
の
誤
収
が
あ
る
こ
と
な
ど
も
考
え
あ
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わ
せ
る
と
、
ほ
か
に
有
力
な
証
拠
が
な
い
か
ぎ
り
、
作
者
朱
斌
説
も
に
わ
か
に
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

現
時
点
で
は
、
こ
の
詩
の
作
者
は
未
詳
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
、
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
も
な
に
や
ら
居
心
地
が
悪
い
。
そ
も
そ
も
、
ほ
か
に
一
篇

の
作
品
も
伝
わ
ら
ず
、
詩
人
と
し
て
の
逸
話
も
残
さ
ず
、
実
際
に
存
在
し
て
い
た
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な
い
人
物
を
、
こ
の
す
ぐ
れ
た
詩
の

（
十
四
）
（
十
五
）

作
者
と
す
る
こ
と
自
体
が
、
き
わ
め
て
居
心
地
が
悪
い
の
で
あ
る
。
作
者
朱
佐
日
説
や
作
者
朱
佐
時
説
が
生
ま
れ
た
の
も
、
す
で
に
作
者
朱

斌
説
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
し
め
す
と
同
時
に
、
そ
の
説
に
人
々
が
と
ま
ど
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
思
う
。
山
西
省
の
出
身

で
、
別
集
は
残
さ
な
い
が
、
す
ぐ
れ
た
詩
を
い
く
つ
か
伝
え
、
高
名
な
詩
人
と
も
交
際
が
あ
り
、
み
ず
か
ら
も
詩
人
と
し
て
の
逸
話
も
残
す
、

そ
ん
な
王
之
換
が
ひ
と
た
び
作
者
に
擬
せ
ら
れ
る
や
、
人
々
は
皆
一
様
に
居
心
地
が
よ
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
近
年
、
作
者
朱



斌
説
が
有
力
に
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
現
時
点
で
は
、
こ
の
詩
の
作
者
は
、
私
も
、
俗
に
し
た
が
っ
て
王
之
換
と
し
て
お
き
た
い
。

そ
の
王
之
換
の
作
と
し
て
名
高
い
の
が
「
涼
州
調
」
で
あ
る
。

涼
州
詞
其
一

黄
河
遠
上
白
雲
間

一
片
孤
城
万
偲
山

売1 黄5
笛j 河が

何三遠主
ぞく
須i 上Z
いる
ん

楊；白？
柳ら雲i
をノの

怨i 問主
む
を

春らーピ
光；広三

度Z 孤f
ら城2
ずつ

ー万L
玉7 偲；
門らの
関f 山3

先
笛
何
須
怨
楊
柳

春
光
不
度
玉
門
関

唐
の
絶
句
の
「
圧
巻
」
の
一
つ
に
あ
げ
ら
れ
る
有
名
な
詩
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
詩
も
や
は
り
、
平
易
さ
の
う
ち
に
非
凡
さ
を
秘
め
た
も

の
で
あ
る
。

一
読
す
る
と
、
こ
の
詩
は
出
征
兵
士
の
嘆
き
を
う
た
っ
た
も
の
の
よ
う
に
思
え
る
。
だ
と
す
る
と
、
こ
の
兵
士
は
ど
こ
に
い
る
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の
だ
ろ
う
か
。
詩
か
ら
読
み
と
れ
る
の
は
、
玉
門
関
ま
た
は
玉
門
関
よ
り
西
の
、
黄
河
上
流
の
万
初
の
山
に
築
か
れ
た
孤
城
、
と
い
う
こ
と

（
十
六
）

に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
玉
門
関
は
長
安
か
ら
北
西
へ
三
千
七
百
里
あ
ま
り
、
今
の
甘
粛
省
敦
健
市
に
あ
り
、
黄
河
は
そ
こ
か
ら
東
南
に

戻
る
こ
と
二
千
三
百
里
あ
ま
り
、
蘭
州
の
あ
た
り
を
北
へ
流
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
玉
門
関
と
黄
河
は
地
理
的
に
離
れ
て
お
り
、

一
つ
の
場

面
に
描
く
こ
と
は
不
自
然
な
の
で
あ
る
。
こ
の
地
理
的
矛
盾
を
ど
う
解
釈
す
る
か
、
そ
こ
に
こ
の
詩
の
非
凡
さ
を
説
く
カ
ギ
が
ひ
そ
ん
で
い

る
よ
う
に
思
う
。
こ
の
詩
が
作
者
の
実
体
験
に
も
と
づ
く
も
の
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
矛
盾
は
あ
り
得
な
い
。
同
じ
こ
と
は
出
征
兵
士
の
立

場
で
書
か
れ
た
す
る
解
釈
に
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
詩
の
同
時
代
の
読
者
の
な
か
に
は
、
実
際
に
玉
門
関
か
ら
戻
っ
て
き
た
人
も

少
な
が
刊
り
ずω
た
は
ず
で
、
彼
ら
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
「
誤
り
」
は
大
い
に
興
を
そ
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
う
し
た
地
理
的
矛
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盾
が
あ
っ
て
も
許
さ
れ
る
の
は
、
出
征
し
た
夫
や
恋
人
を
思
う
女
性
の
立
場
で
書
か
れ
た
と
す
る
解
釈
だ
け
だ
ろ
う
。
夫
や
恋
人
の
い
る
辺



塞
の
地
に
つ
い
て
、
彼
女
は
漠
然
と
し
た
知
識
し
か
持
っ
て
い
な
い
。
そ
の
こ
と
が
ま
た
哀
れ
を
誘
う
の
で
あ
る
。
当
時
、
長
安
や
洛
陽
で

(331) 

も
売
笛
の
音
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
悲
し
げ
な
音
色
が
、
別
れ
の
つ
ら
さ
を
う
た
っ
た
「
折
楊
柳
」
の
曲
を
か
な
で
て
い
る
。
あ
の

人
の
い
る
玉
門
関
は
春
も
来
な
い
と
い
う
。
あ
の
人
の
い
る
玉
門
関
、
そ
れ
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
な
の
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
と
き
、
彼
女
の
脳
裏

に
描
か
れ
た
の
が
、
先
に
述
べ
た
黄
河
の
イ
メ
ー
ジ
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
地
理
的
矛
盾
は
、
黄
河
の
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
て
の

確
信
犯
的
も
の
な
の
だ
と
、
私
は
思
う
の
で
あ
る
。
ひ
と
ひ
ね
り
も
ふ
た
ひ
ね
り
も
し
た
こ
の
詩
の
作
者
、
王
之
換
。
黄
、
河
の
イ
メ
ー
ジ
と

い
う
細
い
糸
で
も
、
「
登
鶴
鵠
楼
」の
詩
と
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

付
記

唐
の
醇
用
弱
の
『
集
異
記
』
に
記
さ
れ
た
「
旗
亭
画
壁
」

（
十
七
）

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
最
初
の
妓
女
が
う
た
っ
た
王
昌
齢
の
「
芙
蓉
楼
に

対
し
て
、
語
優
学
氏
は
『
唐
詩
人
行
年
考
』
（
四
川
人
民
出
版
社

一
九
八
一
年
）
の
「
王
昌
齢
考
」
の
な
か
で
、
こ
の
話
は
極
め
て
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て
辛
漸
を
送
る
」
の
制
作
年
代
が
王
之
換
の
没
年
よ
り
も
後
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
作
り
話
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に

あ
り
得
る
こ
と
と
し
て
、
そ
の
年
を
開
元
二
十
四
年
と
推
定
し
、
か
っ
、
王
昌
齢
の
「
芙
蓉
楼
に
て
辛
漸
を
送
る
」
に
つ
い
て
は
、
そ

れ
は
誤
記
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。
語
氏
の
こ
の
説
も
、
吉
川
氏
同
様
、
考
証
の
限
界
を
超
え
て
い
る
か
の
よ
う
で
、
は
な
は
だ
興

味
深
い
。
二
番
目
の
妓
女
の
う
た
っ
た
詩
は
、
そ
の
部
分
だ
け
見
れ
ば
、
女
性
の
思
い
を
う
た
っ
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。
三
番
目
の

妓
女
の
う
た
っ
た
詩
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
、
女
性
の
悲
哀
を
う
た
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
私
の
解
釈
が
正
し
け
れ
ば
、
最
後
の

妓
女
が
う
た
っ
た
詩
も
、
女
性
の
思
い
を
う
た
っ
た
詩
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
最
初
の
妓
女
が
う
た
っ
た
王
昌
齢
の
「
芙
蓉
楼
に
て
辛

漸
を
送
る
」
は
、
い
か
に
も
場
違
い
と
い
う
気
が
し
て
き
で
、
語
氏
の
説
を
支
持
し
た
く
な
る
。



日
淫

（
一
）
鶴
鵠
楼
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
松
浦
友
久
編
『
漢
詩
の
事
典
』
（
大
修
館
書
店
一
九
九
九
年
）

（
二
）
張
忠
綱
・
董
利
偉
『
江
山
勝
迩
待
登
臨
』
（
河
北
人
民
出
版
社
二O
O
二
年
）
。

（
三
）
宋
・
李
頒
『
古
今
詩
話
』
な
お
、
宋
・
沈
括
『
夢
渓
筆
談
』
に
は
暢
当
の
代
わ
り
に
暢
諸
の
名
を
あ
げ
る
。

（
四
）
清
・
潜
徳
輿
『
養
一
斎
詩
話
』
。

（
五
）
清
水
茂
「
白
日
の
解
釈
」
（
『
吉
川
幸
次
郎
退
休
記
念
論
文
集
」
筑
摩
書
房
一
九
六
八
年
）
。
な
お
、
こ
の
詩
の
解
釈
に
つ
い
て
は
松
浦
友
久

編
『
校
注
唐
詩
解
釈
辞
典
』
に
詳
し
い
。

（
六
）
竺
顕
常
『
唐
詩
解
顕
』
な
ど
。

（
七
）
趨
公
す
な
わ
ち
越
恵
伯
は
、
『
旧
唐
書
』
「
代
宗
紀
」
「
徳
宗
紀
」
に
よ
れ
ば
、
大
歴
十
四
年
三
月
に
河
南
手
と
な
り
、
建
中
二
年
正
月
に
河
中

苦
ノ
と
な
っ
て
い
る
。
李
翰
の
「
河
中
府
鶴
鵠
楼
集
序
」
の
「
河
南
丑
ノ
越
公
、
受
帝
新
命
、
宣
風
三
晋
」
の
語
か
ら
、
こ
の
序
文
は
超
恵
伯
が

河
中
予
と
な
っ
た
建
中
二
年
の
こ
と
と
す
る
説
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、
「
八
月
天
高
、
獲
登
慈
楼
」
の
語
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の

序
文
は
八
月
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
建
中
二
年
の
七
月
に
は
、
関
播
に
替
わ
っ
て
李
承
が
河
中
予
と
な
っ
た
と
い
う
記
事
が
見
え
、
し

た
が
っ
て
こ
の
序
文
が
書
か
れ
た
の
は
建
中
二
年
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
「
受
帝
新
命
、
宣
風
三
晋
」
の
語
は
、
お
そ
ら
く
は
、
建
中
元
年

八
月
、
杜
亜
が
河
中
予
か
ら
睦
州
刺
史
に
転
出
し
た
後
、
翌
年
正
月
に
正
式
に
河
中
手
に
任
命
さ
れ
る
ま
で
の
問
、
趨
恵
伯
が
こ
の
地
域
の

政
治
を
任
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
も
し
建
中
二
年
の
こ
と
と
す
れ
ば
、
正
式
に
河
中
予
と
な
っ
た
あ
と
の
こ
と
で
あ
り
、

序
文
に
河
南
手
と
言
い
、
河
中
予
と
言
わ
な
い
の
は
不
自
然
で
あ
る
。

（
八
）
語
優
学
氏
は
こ
の
詩
の
制
作
年
代
を
貞
元
十
三
年
（
七
九
七
年
）
の
こ
と
と
す
る
。
こ
の
年
李
益
は
幽
州
の
劉
済
の
幕
に
赴
い
て
お
り
、
鶴
鵠

楼
に
は
そ
の
途
中
立
ち
寄
っ
た
と
考
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
李
益
は
そ
れ
以
前
の
大
暦
四
年
か
ら
十
三
年
頃
ま
で
、
し
ば
し
の
北

征
の
時
期
を
は
さ
ん
で
、
河
中
府
か
ら
そ
う
遠
く
な
い
華
州
鄭
県
に
居
を
構
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
が
こ
の
時
期
の
も
の
と
考
え
る

こ
と
も
十
分
に
可
能
で
あ
る
。
な
お
、
詩
題
に
見
え
る
崖
郊
は
、
李
翰
の
「
河
中
府
鶴
鵠
楼
集
序
」
に
見
え
る
崖
郊
と
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
。

（
九
）
『
中
国
歴
史
地
図
集
』
惰
・
唐
・
五
代
十
国
期
（
中
園
地
図
出
版
社
一
九
九
六
年
）
お
よ
び
『
旧
唐
書
』
地
理
志
二
。

（
十
）
清
水
茂
氏
。
前
掲
論
文
。

に
詳
し
い
。
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（
十
こ
林
貞
愛
「
登
鶴
鵠
楼
非
王
之
換
詩
」
（
社
会
科
学
戦
線

期
）
な
ど
。

（
十
二
）
前
輩
暢
諸
、
題
詩
上
層
、
名
播
前
後
、
山
川
景
象
、
備
於
二
一
日
。
上
客
有
前
美
原
尉
字
文
遮
、
前
棟
陽
郡
鄭
鰻
、
文
行
光
達
、
名
重
当
時
。

呉
興
挑
係
、
長
機
構
曾
、
清
河
崖
部
、
鴻
筆
佳
什
、
声
聞
遠
方
、
将
刷
羽
青
天
、
追
飛
太
清
、
相
与
言
詩
、
以
継
暢
生
之
作
。

（
十
一
二
）
惇
瑛
涼
『
唐
人
選
唐
詩
新
編
』
（
陳
商
人
民
教
育
出
版
社
一
九
九
六
年
）
。

（
十
四
）
宋
・
活
成
大
『
呉
郡
志
』
所
引
唐
張
著
『
翰
林
盛
事
』
。
柊
培
基
『
全
唐
詩
重
出
誤
収
考
』
に
よ
る
。

（
十
五
）
『
呉
中
人
物
志
』
七
。
柊
培
基
『
全
唐
詩
重
出
誤
収
考
』
に
よ
る
。

（
十
六
）
松
浦
友
久
編
『
漢
詩
の
事
典
』
（
大
修
館
書
店
一
九
九
九
年
）
。

（
十
七
）
唐
の
開
元
中
、
あ
る
冬
の
夜
、
王
昌
齢
・
高
適
・
王
之
換
の
三
人
が
料
亭
で
飲
ん
で
い
る
と
、
た
ま
た
ま
梨
園
の
伶
官
（
宮
中
の
楽
師
）
の

一
回
が
来
あ
わ
せ
て
宴
を
張
り
、
そ
こ
に
名
妓
四
人
が
招
か
れ
て
き
て
、
当
時
有
名
な
詩
を
唱
っ
た
。
王
昌
齢
は
「
今
日
わ
れ
わ
れ
の
詩
の

う
ち
で
ど
れ
が
彼
女
た
ち
に
唱
わ
れ
る
か
に
よ
っ
て
詩
の
優
劣
を
定
め
よ
う
」
と
い
っ
た
。
最
初
の
妓
は
、
王
昌
齢
の
絶
句
「
芙
蓉
楼
に
て

辛
漸
を
送
る
」
の
詩
を
唱
い
、
次
に
高
適
の
古
詩
「
単
父
梁
九
を
突
す
」
の
一
部
「
箆
を
開
け
ば
涙
臆
を
泊
し
、
君
が
前
日
の
書
を
見
る
。

夜
台
空
し
く
寂
実
、
猶
お
是
れ
子
雲
の
居
の
如
し
」
を
唱
っ
た
。
つ
ぎ
に
、
王
昌
齢
の
「
長
信
秋
詞
」
「
帯
を
奉
じ
て
平
明
に
金
殿
開
く
、
且

く
団
扇
を
将
て
共
に
俳
佃
す
。
玉
顔
及
ば
ず
寒
鳩
の
色
、
猶
お
昭
陽
の
日
影
を
帯
び
て
来
る
。
」
を
唱
っ
た
。
王
之
換
は
そ
こ
で
「
こ
れ
ら
三

人
の
妓
は
皆
俗
物
だ
か
ら
下
ら
な
い
詩
を
唱
う
の
だ
。
も
し
こ
の
中
で
一
番
美
し
い
妓
が
私
の
詩
を
唱
っ
た
ら
、
諸
君
は
私
を
師
と
す
べ
き

だ
、
も
し
唱
わ
な
か
っ
た
ら
私
は
諸
君
と
は
も
う
争
わ
な
い
」
と
言
っ
た
。
は
た
し
て
そ
の
美
妓
は
王
之
換
の
「
涼
州
調
」
を
唱
い
、
彼
は

大
い
に
喜
ん
だ
。
（
前
野
直
彬
編
『
唐
詩
鑑
賞
辞
典
』
東
京
堂
書
店
）
。

一
九
八
二
年
四
期
）

史
佳
「
登
鶴
鵠
楼
作
者
質
疑
」
（
学
術
月
刊
一
九
八
七
年
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