
小
川
環
樹
先
生
は
「
中
国
文
学
に
お
け
る
風
景
の
意
義
」
（
「
立
命
館
文
学
」

二
六
四
号
、
昭
和
四
二
年
六
月
）
に
お
い
て
、
風
景
が
一
つ
の
成
語
と
し
て
文

献
に
現
わ
れ
た
時
期
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
、
つ
づ
い
て
、
六
朝
・
隋
・

唐
に
お
け
る
風
景
の
意
義
の
変
遷
を
説
明
し
て
お
ら
れ
る
。
以
下
そ
の
概
要
を

記
す
。
ま
ず
風
景
と
い
う
成
語
の
初
見
ほ
晋
代
（
四
世
紀
）
で
「
晋
書
」
巻
六

五
の
王
導
伝
に
異
民
族
（
五
胡
）
の
侵
入
に
よ
っ
て
、
北
方
の
中
原
の
地
か
ら

逃
れ
て
江
南
に
到
っ
た
貴
族
た
ち
が
、
か
つ
て
黄
河
（
あ
る
い
は
洛
水
）
の
河

浜
で
行
わ
れ
た
遊
宴
を
、
揚
子
江
の
河
浜
（
南
京
近
郊
）
で
も
行
っ
た
こ
と
を

述
ぺ
た
箇
処
に
み
え
る
。
皆
が
旧
都
洛
陽
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
沸
を
流

し
た
場
面
で
、
「
風
景
は
殊
な
ら
ず
。
目
を
挙
ぐ
れ
ば
江
山
の
異
な
れ
る
有
り
」

と
あ
る
。
こ
れ
は
「
吹
く
風
も
日
ざ
し
も
か
わ
ら
な
い
の
に
、
山
河
の
た
た
ず

ま
い
だ
け
は
ど
こ
と
な
く
違
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ほ
ぼ
同
じ
文
章
が
、

劉
宋
の
劉
義
慶
の
「
世
説
新
語
」
言
語
篇
に
も
あ
り
、
ま
た
司
馬
光
の
「
資
治

絵
画
史
に
お
け
る
中
国
と
日
本
H

日 絵
画
史
に
お
け
る
中
国
と
日
本
曰

通
鑑
」
で
は
晋
の
攘
帝
の
永
嘉
五
年
(
3
1
1
)

十
二
月
の
条
に
み
え
る
。

風
景
の
意
義
、
特
に
景
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
後
漢
の
許
慎
の
「
説
文
解
字
」

（
七
篇
上
）
に
「
景
光
也
」
と
あ
り
、
同
じ
く
劉
熙
の
「
釈
名
」
（
釈
天
第
一
）

に
「
景
党
也
、
所
照
処
有
境
限
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
光
ま
た
は
光
の
あ
た
っ

て
い
る
場
所
を
示
す
が
、
こ
れ
と
同
義
で
あ
ろ
う
。
ま
た
昭
明
太
子
薫
統
の

「
文
選
」
の
用
法
も
、
景
は
光
ま
た
は
明
る
さ
を
い
う
。
自
日
の
景
は
日
ざ
し

で
あ
り
、
暮
景
は
夕
暮
の
日
ざ
し
、
浮
景
ほ
移
り
ゆ
く
日
ざ
し
で
あ
る
。
「
明
'

月
清
景
澄
む
」
は
明
月
が
清
ら
か
な
光
を
た
た
え
て
い
る
の
意
で
あ
る
。
謝
霊

運
に
「
天
下
の
良
辰
と
美
景
、
賞
心
と
楽
事
の
四
者
は
井
せ
難
し
」
と
あ
る
美

景
は
美
し
い
な
が
め
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
う
ら
ら
か
な
日
の
光
に
照
ら
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
梁
の
簡
文
帝
の
「
暮
春
の
美
景
、

風
雲
部
麗
た
り
」
の
美
景
は
唐
代
中
葉
以
後
の
天
気
と
い
う
語
と
似
た
親
念
を

も
ち
、
「
暮
春
の
美
し
い
天
気
は
、
風
や
雲
も
の
ど
か
で
う
る
わ
し
い
」
と
な

る
と
い
う
。
但
し
「
文
選
」
に
は
風
と
景
の
二
字
を
結
合
し
た
成
語
の
用
例
は

な
い
。

山

岡

五
七 泰

造

こ
の



探
ろ
う
と
す
る
。
」
と
な
る
。

「
風
景
」
の
語
感
が
変
化
す
る
。
劉
愴

(
c
a
8
5
4
)

そ
り
し
て
い
る
。
）
は
、

「
景
」
が
見
る
人
の
心
を
楽
し
く
安
ら
か
な
も
の
と

い
。
）
や
、

か
く
し
て
風
景
の
風
は
空
気
で
あ
り
、

景
は
光
で
あ
る
。

従
っ
て
風
景
は

light a
n
d
 a
t
m
o
s
p
h
e
r
e
と
醜
訳
で
き
る
。
匹
5

仙
＂
ヤ
人
の
「
景
気
多
く
は
明
遠
、

風
物
お
の
づ
か
ら
凄
緊
」
は
「
光
と
空
気
が
ひ
じ
ょ
う
に
澄
み
き
っ
て
い
て
、

な
が
め
は
自
然
に
つ
め
た
く
ひ
き
し
ま
つ
て
い
る
。
」
で
あ
り
、
気
は
風
よ
り

も
や
や
抽
象
的
な
概
念
で
、
気
が
実
際
に
人
体
の
感
覚
に
訴
え
る
の
ほ
風
で
あ

る
と
い
う
。
「
文
選
」
に
飽
照
の
「
景
物
」
と
い
う
用
例
が
あ
る
が
、
こ
れ
は

光
の
あ
た
っ
た
物
で
あ
る
。
劉
鋸
の
「
文
心
離
龍
」
（
物
色
篇
）
の
「
近
き
代

よ
り
以
来
、
文
は
形
似
を
貴
ぶ
。
情
を
風
景
の
上
に
窺
い
、
貌
を
草
木
の
中
に

鑽
む
。
」
は
「
近
代
以
来
、
文
学
に
は
写
実
が
貴
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
光

と
風
の
流
れ
の
も
と
に
魂
を
模
索
し
、
草
木
の
中
に
分
け
入
っ
て
そ
の
実
相
を

初
唐
か
ら
盛
唐
に
か
け
て
、
王
維
・
李
白
・
杜
甫
ら
に
お
け
る
「
風
景
」
の

語
の
用
法
も
、
南
朝
の
用
法
と
同
じ
で
あ
る
。
先
に
あ
げ
た
晋
書
ほ
か
の
王
導

と
周
顕
の
「
新
亭
対
泣
」
の
故
事
を
そ
の
ま
ま
使
っ
た
句
が
李
白
と
杜
甫
に
あ

る
。
ま
た
「
風
景
」
の
語
が
で
て
く
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
春
を
う
た
っ
た
詩
で

あ
る
こ
と
も
南
朝
の
用
例
と
同
じ
で
あ
る
。
「
風
景
」
は
春
の
う
ら
う
ら
と
明

る
＜
暖
か
い
光
に
照
ら
さ
れ
た
場
所
あ
る
い
は
物
で
あ
る
。
李
白
の
「
佳
景
」

ほ
や
は
り
日
ざ
し
で
あ
ろ
う
し
、
「
煙
景
」
は
も
や
と
光
、
「
光
景
」
ほ
光
で
、

今
日
の
よ
う
な
「
よ
う
す
」
の
意
味
は
な
い
。
杜
甫
の
「
風
物
」
は
風
の
中
の

物
、
「
景
物
」
は
光
の
中
の
物
で
あ
る
。
李
嬌
の
「
景
色
」
は
か
が
や
か
し
い

色
、
し
か
も
暖
か
い
春
の
光
を
う
け
た
色
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
中
唐
以
降
、

の
「
風
景
蒼
蒼
た
り
多
少
の
恨
、
寒
山
半
ば
出
づ
白
雲
の
層
」
は
、

光
が
さ
む
ざ
む
と
し
て
物
悲
し
い
。
さ
び
し
げ
な
山
が
白
雲
の
中
か
ら
姿
を
半

分
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
」
で
あ
っ
て
、

春
の
光
を
言
っ
て
い
な
い
。

痛
陶

(
c
a
器
4
)

の

「

満

庭

の

詩

景

、

硼

を

続

る

琴

声

、

暗

泉
滴
る
。
」
や
、
挑
合

(
c
a
7
7
5
-
8
5
5
)

の
「
閑
坐
詩
景
饒
し
。
」
や
、
朱
慶
余

(
c
a
8
2
6
)

の
「
到
来
す
れ
ば
詩
景
饒
し
。
」
の
「
詩
景
」
は
詩
に
な
る
情
景
で

あ
り
、
景
は

light

で
は
な
く
、

s
c
e
n
e
r
y

の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
挑
合
と

朱
慶
余
に
は
「
詩
境
」
の
語
の
用
例
も
あ
る
。
挑
合
の
「
景
思
」
は
「
景
」
を

詩
に
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
苦
心
を
意
味
し
、
す
べ
て
の
「
景
」
は
詩
の
思
い

を
ひ
き
だ
す
も
の
と
な
る
と
い
う
。
ま
た
挑
合
に
は
「
好
景
」
よ
き
な
が
め
の

用
例
も
あ
る
。
朱
慶
余
の
「
入
詩
」
は
、
あ
る
も
の
ま
た
は
な
が
め
を
詩
の
材

料
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
詩
の
材
料
と
な
る
も
の
が
「
詩
景
」
で
あ
る
と
い

う
。
以
上
、
確
陶
．
挑
合
・
朱
慶
余
の
場
合
、
「
景
」
は
詩
を
構
成
す
る
重
要

な
材
料
で
あ
り
、
「
景
」
が
な
く
て
ほ
詩
が
作
れ
な
い
の
で
あ
り
、
「
景
」
は

詩
に
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

紅
葉
瓢
え
り
、

買
島

(
7
7
9
-
ー
笠
3
)

の
「
他
人
応
に
已
に
睡
り
た
る
べ
し
。
転
た
此
の
景
の

悟
な
る
を
喜
ぶ
。
」
（
他
の
人
達
は
も
う
ね
む
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ

れ
だ
け
い
っ
そ
う
、
こ
の
夜
の
景
が
心
を
落
ち
つ
か
せ
て
く
れ
る
の
が
う
れ
し

.

.

 
●
 

「
独
り
南
斎
に
臥
せ
ば
、
神
は
閑
か
に
し
て
景
も
ま
た
空
し
。
」

（
ひ
と
り
で
南
の
書
斎
に
ね
て
い
る
と
、
気
持
が
ゆ
っ
た
り
し
て
、
景
も
ひ
っ

こ
れ
は
秋
の
詩
で
あ
り
、

五
八

風
景
の
語
は

「
空
気
や



で
あ
る
と
共
に
（
同
時
に
）
画
題
で
も
あ
り
得
る
こ
と
を
示
す
。
「
予
、
嘗
て

ソ

ラ

ユ

ク

リ

ナ

雪
景
一
絶
あ
り
。
人
の
諷
ん
ず
る
所
と
な
る
。
段
賛
善
は
小
筆
精
微
な
り
。
忽

＜
図
画
を
為
り
、
詩
を
以
つ
て
之
を
製
す
」
（
鄭
谷
は
「
雪
景
」
と
い
う
絶
句

を
一
首
つ
く
っ
た
。
そ
れ
は
人
々
に
好
ま
れ
て
み
な
が
口
ず
さ
む
ほ
ど
で
あ
っ

た
。
段
贅
善
と
い
う
細
密
な
画
の
巧
み
な
画
家
が
、
思
い
が
け
な
く
鄭
谷
の
詩

絵
画
史
に
お
け
る
中
国
と
日
本
H

小
川
環
樹
先
生
は
最
後
に
、

る。

鄭
谷

(
c
a
8
7
7
)

を
あ
げ
て
、

「
景
」
は
詩
題

性
は
、
没
落
し
つ
つ
あ
っ
た
貴
族
の
孤
独
感
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
と
も
い
え

の
、
近
世
の
自
我
意
識
の
特
色
で
あ
る
精
神
性
が
指
摘
さ
れ
る
。
近
世
的
精
神

人
は
人
間
の
営
み
よ
り
は
む
し
ろ
自
然
界
の
事
物
か
ら
、
自
己
の
好
む
「
景
」

(
s
c
e
n
e
r
y
)
を
選
び
と
っ
て
、
そ
の
選
ば
れ
た
物
だ
け
で
も
っ
て
詩
を
構
成
し

よ
う
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
詩
人
が
好
ん
で
用
い
た
語
に
「
清
景
」
や
「
幽
景
」

が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
語
自
体
は
六
朝
時
代
に
も
あ
っ
た
の
だ
が
、
彼
等
に
於
い

て
は
新
し
い
意
味
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
多
分
そ
こ
に
は
彼
等
の
孤
独
感

試
は
、

の
反
映
が
あ
る
。
そ
れ
は
中
世
貴
族
階
級
の
没
落
期
の
気
分
で
あ
る
。
宋
の
蘇

買
島
の
詩
の
特
色
を
、
そ
の
友
人
の
孟
郊
と
あ
わ
せ
て
、
「
島
寒
郊

痩
」
と
評
し
、
芭
蕉
も
「
買
島
は
寒
く
、
孟
郊
は
痩
せ
た
り
。
」
と
蘇
試
の
評

を
引
用
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
貴
族
の
明
か
る
＜
暖
か
く
豊
か
な
趣
味
と
は
別

は
俗
界
で
あ
り
政
治
の
世
界
で
あ
る
。

「
詩
境
」
は
孤
独
な
世
界
で
あ
る
。
詩

す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
外
界
す
な
わ
ち
自
然
界
へ
の
特
殊
な
見

方
が
あ
り
、
そ
れ
が
「
風
景
」
の
観
念
を
変
化
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
「
詩

境
」
と
は
、
外
界
か
ら
切
り
離
さ
れ
独
立
し
た
詩
だ
け
の
世
界
で
あ
り
、
外
界

ろ
う
。

仁）

五
九

の
意
を
絵
画
に
表
現
し
た
。
）

革
で
あ
る
。
そ
の
水
墨
画
の
創
始
者
と
し
て
後
世
と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
が
盛
唐

の
詩
人
王
維

(
c
a
6
9
9ー

7
6
1
)

で
あ
り
、
王
維
の
描
い
た
水
墨
画
は
雪
景
山
水

図
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
王
維
は
盛
唐
の
人
と
は
い
い
な
が
ら
貴
族
階
級

没
落
の
第
一
歩
と
な
っ
た
安
禄
山
の
乱
中
に
は
苦
し
い
思
い
を
さ
せ
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
心
情
は
中
唐
以
後
の
詩
人
に
近
い
も
の
が
あ
っ
た
ろ
う
。
鄭
谷
の
雪

景
詩
と
そ
の
絵
画
的
表
現
に
、
王
維
と
の
共
通
性
を
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ

っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

小
川
先
生
の
所
説
を
敷
術
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
中
世
の
貴
族
た
ち

は
、
明
か
る
＜
暖
か
い
春
の
光
で
物
を
見
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
安
禄
山
の
乱

以
後
、
貴
族
階
級
の
没
落
が
は
じ
ま
る
と
、
秋
や
冬
の
暗
く
冷
い
情
景
に
関
心

を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
情
景
は
没
落
貴
族
の
孤
独
な
心
に
栖

で
は
何
故
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
貴
族
社
会
は
少

数
の
人
々
が
政
治
や
経
済
の
み
な
ら
ず
文
化
や
芸
術
を
も
独
占
す
る
社
会
で
あ

る
。
彼
ら
は
そ
の
特
権
の
由
来
を
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

つ
ま
り
一
種
の
選
民
意
識
で
あ
る
。
彼
ら
は
傍
若
無
人
で
は
あ
る
が
、
神
に
対

し
て
は
、

そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
人
間
た
る
べ
く
努
力
す
る
。
こ
こ
に
理
想
主
義

的
な
物
の
見
方
が
生
ま
れ
る
。
中
世
貴
族
文
化
が
個
性
を
主
張
せ
ず
、
理
想
形

を
追
求
す
る
の
は
そ
の
為
で
あ
る
。
中
世
の
物
の
評
価
は
、
個
性
や
独
自
性
を

い
わ
ゆ
る
水
墨
画
の
成
立
と
山
水
画
の
独
立
は
中
唐
に
お
け
る
絵
画
の
大
変



あ
る
。

高
し
と
す
る
見
方
で
は
な
く
、
理
想
形
を
想
定
し
て
、
そ
れ
へ
の
接
近
の
度
合

に
よ
っ
て
評
価
す
る
。
例
え
ば
中
世
の
芸
術
論
は
、
理
想
形
へ
ど
こ
ま
で
近
づ

い
て
い
る
か
に
よ
っ
て
ラ
ン
ク
づ
け
を
行
う
。
中
国
で
い
え
ば
品
等
論
で
、

上
・
中
・
下
、
神
・
妙
・
能
な
ど
の
一
一
一
段
階
、
あ
る
い
は
九
品
す
な
わ
ち
九
段

階
の
ラ
ン
ク
づ
け
な
ど
が
あ
る
。
か
く
て
中
世
の
芸
術
論
は
理
想
形
の
分
析
を

事
と
す
る
。
従
っ
て
芸
術
論
は
具
体
的
で
あ
り
実
践
的
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
近
世
の
芸
術
論
は
個
性
や
独
自
性
を
評
価
し
、
従
っ
て
価
値
は
多
様
化
し
、

か
つ
観
念
的
と
な
る
。

中
世
の
理
想
形
と
は
、
神
に
ふ
さ
わ
し
い
物
の
あ
り
方
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば

神
の
眼
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
神
の
光
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
神
の
光
に
よ
っ
て
現
わ
れ
る
も
の
は
明
晰
な
形
と
色
を
も
つ
理
想
的
な
も

の
で
あ
る
。
貴
族
文
化
の
特
質
は
、
こ
の
よ
う
な
理
想
的
な
も
の
を
つ
く
り
出

そ
う
と
い
う
努
力
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
。
そ
こ
に
貴
族
文
化
の
価
値
と
魅
力
が

こ
れ
に
対
し
て
、
近
世
市
民
社
会
の
文
化
は
、
多
数
の
人
々
に
よ
る
文
化
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
お
し
が
じ
し
独
自
の
世
界
を
も
っ
て
い

る
。
そ
の
よ
う
な
各
自
独
自
の
世
界
の
根
拠
は
、
そ
の
人
の
心
あ
る
い
は
精
神

で
あ
る
。
す
べ
て
の
物
が
お
の
が
心
な
い
し
精
神
か
ら
生
ま
れ
る
と
考
え
る
の

が
近
世
的
で
あ
る
。
そ
し
て
心
あ
る
い
は
精
神
は
深
く
広
く
、
汲
め
ど
も
尽
き

ぬ
源
泉
で
あ
る
。
こ
の
心
あ
る
い
は
精
神
は
、
政
治
・
経
済
・
文
化
と
い
っ
た

あ
ら
ゆ
る
方
面
に
働
く
。
政
治
家
で
あ
り
詩
人
で
あ
り
、
画
家
で
あ
り
書
家
で

あ
る
よ
う
な
人
を
文
人
と
い
う
。
文
人
は
心
な
い
し
精
神
が
あ
ら
ゆ
る
方
面
に

回

輝
き
出
て
い
る
人
で
あ
る
。
文
人
は
西
欧
風
に
い
え
ば
天
オ
で
あ
る
。
近
世
市

民
社
会
は
天
才
あ
る
い
は
文
人
を
最
も
高
く
評
価
す
る
。
中
世
貴
族
社
会
が
、

神
に
向
っ
て
、
現
想
に
向
か
っ
て
働
く
垂
直
方
向
の
力
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て

い
る
と
す
れ
ば
、
近
世
市
民
社
会
は
天
オ
の
個
性
が
ぶ
つ
か
り
合
う
水
平
方
向

の
力
の
競
う
場
と
で
も
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
近
世
市
民
社
会
に
あ
っ
て
は
、

心
な
い
し
精
神
が
第
一
原
因
で
あ
る
か
ら
、
す
べ
て
の
物
は
相
対
的
な
意
味
し

か
持
ち
得
な
い
。
す
べ
て
の
物
は
、
精
神
が
形
成
す
る
秩
序
の
中
に
組
み
こ
ま

れ
る
。
そ
こ
で
は
中
世
貴
族
社
会
に
み
ら
れ
た
理
想
的
な
も
の
、
神
の
光
に
照

ら
さ
れ
て
独
り
立
つ
物
は
存
在
し
な
い
。
す
べ
て
の
物
は
心
な
い
し
精
神
の
形

成
す
る
世
界
の
中
に
あ
り
、
従
っ
て
す
べ
て
の
物
は
相
対
的
で
あ
り
、
形
や
色

も
相
対
的
で
あ
る
。
中
唐
・
晩
唐
の
没
落
貴
族
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
心
を
自

覚
し
、
幽
玄
な
心
に
対
応
す
べ
き
世
界
を
秋
冬
の
風
景
の
中
に
見
出
し
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
自
己
の
孤
独
な
心
が
形
成
し
た
世
界
で
あ
っ
た
。

中
世
貴
族
社
会
か
ら
近
世
市
民
社
会
へ
移
行
す
る
に
あ
た
っ
て
み
ら
れ
る
絵

画
の
変
革
の
最
大
の
も
の
は
、
主
題
的
に
は
山
水
画
の
独
立
、
抜
法
的
に
は
い

わ
ゆ
る
水
墨
画
の
成
立
で
あ
る
。
山
水
画
は
物
で
は
な
く
―
つ
の
世
界
を
あ
ら

わ
し
、
水
墨
画
は
形
と
色
を
ク
ッ
チ
と
濃
淡
の
度
合
に
還
元
す
る
。
こ
れ
は
西

欧
に
お
け
る
風
景
画
の
独
立
と
油
彩
画
の
成
立
と
同
じ
性
格
の
変
革
で
あ
り
、

共
に
近
世
市
民
社
会
の
絵
画
の
成
立
を
示
し
て
い
る
。

大
中
三
年
（
笠
7
)

に
「
歴
代
名
画
記
」
を
著
わ
し
た
張
彦
遠
も
没
落
貴
族

六
〇



で
あ
る
。
小
川
先
生
が
六
朝
か
ら
・
隋
唐
へ
か
け
て
の
「
風
景
」
の
意
義
に
つ

い
て
指
摘
さ
れ
た
こ
と
が
、
「
歴
代
名
画
記
」
の
記
事
や
張
彦
遠
の
思
想
の
中

に
も
見
ら
れ
る
か
ど
う
か
検
討
し
て
み
た
い
。

張
彦
遠
は
唐
朝
の
貴
族
の
う
ち
で
も
名
門
で
、
大
中
初
年
に
左
補
醐
か
ら
尚

書
祠
部
員
外
郎
と
な
り
、
乾
符
年
中

(
8
7
4
-
8
7
9
)

に
大
理
卿
に
至
っ
た
。
ま

た
大
中
年
中
(
8
7
4
ー

-
8
7
9
)
~
「
続
唐
歴
」
三
十
巻
の
編
集
に
も
加
わ
っ
た
。

長
慶
元
年
(
8
2
1
)

頃
未
だ
幼
少
で
あ
っ
た
。
張
彦
遠
の
家
は
、
三
相
張
家
と

い
わ
れ
、
曽
々
祖
父
の
河
東
公
張
嘉
貞
が
玄
宗
の
、
曽
祖
父
の
魏
国
公
張
延
賞

が
徳
宗
の
、
祖
父
の
高
平
公
張
弘
靖
が
憲
宗
の
そ
れ
ぞ
れ
宰
相
で
あ
っ
た
。
張

延
賞
の
邸
宅
ほ
洛
陽
の
思
順
里
に
あ
っ
て
、
東
都
に
甲
た
る
壮
麗
な
亭
館
で
あ

っ
て
、
子
孫
の
五
代
に
亘
っ
て
加
工
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
と
「
旧
唐
書
」
に

記
さ
れ
て
い
る
。
五
代
と
は
、
先
に
挙
げ
た
張
嘉
貞
、
延
賞
、
弘
靖
、
そ
れ
に

張
彦
遠
の
父
文
規
と
彦
遠
自
身
で
あ
ろ
う
。
張
彦
遠
の
編
集
し
た
「
法
書
要

録
」
の
彦
遠
の
序
文
に
よ
れ
ば
、
父
祖
は
そ
れ
ぞ
れ
書
を
よ
く
し
た
が
、
張
嘉

貞

(
g
e—
7
2
9
)t: 好
ん
で
珍
秘
な
書
画
を
収
蔵
し
、
法
書
・
名
画
を
多
く
豪

め
た
と
い
う
。
ま
た
張
彦
遠
の
著
「
歴
代
名
画
記
」
の
巻
一
「
叙
画
之
興
廃
」

に
は
「
家
は
代
々
好
尚
あ
り
。
高
祖
の
河
東
公
、
曽
祖
の
魏
国
公
は
相
継
ぎ
て

名
迩
を
鳩
集
す
。
」
と
あ
り
、
張
嘉
貞
に
つ
づ
い
て
曽
祖
父
張
延
賞
（
7'27ー

7
8
7
)

も
書
画
の
収
蔵
に
つ
と
め
た
。
延
賞
は
安
禄
山
の
乱
後
の
河
洛
地
方
の

復
興
に
尽
力
し
た
が
、
延
賞
の
代
が
張
家
の
最
も
良
い
時
代
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
祖
父
張
弘
靖
(
7
6
1
ー
宍
U)
も
徳
宗
・
憲
宗
に
仕
え
、
河
東
節
度
使

（
山
西
省
）
、
宜
武
軍
節
度
使
（
河
南
省
）
で
治
績
を
あ
げ
た
が
、
長
慶
元
年

絵
画
史
に
お
け
る
中
国
と
日
本
日

， 
ノ‘

(
8
2
1
)
、
幽
州
・
慮
竜
等
軍
節
度
使
に
な
っ
た
時
、
朱
克
融
を
盟
主
と
す
る

反
乱
軍
に
捕
わ
れ
て
幽
閉
さ
れ
、
間
も
な
く
釈
放
さ
れ
た
が
、
撫
州
刺
史
（
江

西
省
）
に
左
遷
さ
れ
た
。
こ
れ
よ
り
先
、
宦
官
で
監
軍
司
の
魏
弘
簡
が
憲
宗
に

「
張
氏
は
書
画
を
富
有
す
」
と
告
口
し
た
こ
と
か
ら
、
痰
翰
を
下
さ
れ
て
名
迩

を
進
献
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
、
其
の
書
画
は
内
庫
に
収
め
ら
れ
て
再
び
見
る
こ

と
は
な
か
っ
た
と
張
彦
遠
は
記
し
て
い
る
。
幽
州
・
慮
竜
節
度
使
に
任
命
さ
れ

た
の
も
、
宦
官
魏
弘
簡
の
友
人
で
あ
り
長
慶
二
年
に
宰
相
と
な
っ
た
元
棋
に
よ

っ
て
排
斥
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
張
家
収
蔵
の
書
画
は
、
朱
克

融
の
乱
に
遇
っ
て
皆
な
失
墜
し
た
の
で
あ
る
。
憲
宗
に
献
じ
た
書
画
の
中
に
は
、

鍾
縣
・
張
芝
・
衛
瑠
・
索
靖
の
真
迩
各
一
巻
、
王
義
之
・
王
献
之
の
真
迩
各
五

巻
の
書
迩
や
、
顧
憔
之
・
陸
探
微
・
張
僧
縣
・
鄭
法
士
・
田
僧
亮
・
楊
契
丹
・

董
伯
仁
・
展
子
虔
及
び
唐
朝
の
名
手
の
画
な
ど
合
計
三
十
巻
が
あ
り
、
別
に
陳

閑
筆
「
玄
宗
馬
射
図
」
一
巻
も
献
上
し
た
。
「
彦
遠
、
時
に
訛
歳
な
ら
ず
。
恨

む
ら
く
は
、
家
内
の
宝
と
す
る
所
を
見
ざ
り
し
こ
と
を
。
其
の
進
奉
の
外
、
失

n
レ

墜
の
余
は
、
存
す
る
も
の
繍
に
二
三
軸
の
み
。
豪
勢
あ
り
と
雖
も
、
能
＜
胴
を

求
む
る
な
し
。
」
自
分
は
幼
少
で
あ
っ
た
が
、
家
宝
の
書
画
が
見
ら
れ
な
か
っ

た
の
は
残
念
で
あ
る
。
憲
宗
に
献
上
し
た
り
、
朱
克
融
の
乱
で
失
わ
れ
た
り
し

た
も
の
の
ほ
か
に
、
残
っ
て
い
る
の
は
わ
ず
か
に
二
、
三
軸
し
か
な
い
。
権
勢

に
よ
っ
て
も
、
も
う
求
め
よ
う
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
聯
か
暇
日
に
因
り

て
編
ん
で
此
の
記
を
為
す
。
且
つ
諸
々
の
評
品
を
撮
り
て
、
用
つ
て
所
業
を
明

ら
か
に
し
、
亦
た
史
伝
に
探
り
て
以
つ
て
其
の
知
る
と
こ
ろ
を
広
む
。
」
す
な

わ
ち
「
歴
代
名
画
記
」
及
び
「
法
書
要
録
」
の
著
述
・
編
纂
の
動
機
は
、
張
家



「
法
書
要
録
」
は
先
人
の
論
書
の
著
述
を
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

で
な
く
、

回

「歴

の
収
蔵
の
書
画
へ
の
愛
惜
の
念
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
張
彦
遠
に
書
画

愛
好
の
資
質
が
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
、
「
法
書
要
録
」
の
序
文
に
、
高
祖
・

曽
祖
・
大
父
・
先
君
の
書
を
よ
く
す
る
こ
と
を
述
べ
た
後
に
、
「
彦
遠
、
収
蔵

鑑
識
に
一
日
の
長
あ
り
。
」
と
自
負
し
て
い
る
。

長
広
敏
雄
先
生
は
「
歴
代
名
画
記
」
巻
二
「
鑑
識
・
収
蔵
・
購
求
•
閲
玩
を

論
ず
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
（
「
歴
代
名
画
記
」

1
.
2
、
長
広
敏
雄

訳
注
、
東
洋
文
庫
。

3
0
5
・
3
1
1
、
昭
和
52
年
の
解
説
）
「
清
ら
か
な
朝
、
し
ず

か
な
折
々
、
竹
の
窓
、
松
の
や
か
た
に
あ
っ
て
、
か
の
諸
侯
の
位
な
ど
物
の
数

一
個
の
瓢
で
満
足
す
る
。
我
が
身
以
外
の
わ
ず
ら
わ
し
い
こ
と
な
ど
、

余
計
な
物
は
も
た
な
い
。
た
だ
書
と
画
と
だ
け
に
対
し
て
は
、
無
関
心
に
な
れ

な
い
。
酔
っ
た
よ
う
に
言
葉
を
忘
れ
、
喜
々
と
し
て
鑑
賞
す
る
の
だ
。
」
こ
の

よ
う
に
い
う
張
彦
遠
に
は
、
隠
逸
の
士
か
、
近
世
の
文
人
た
ち
に
近
い
姿
勢
を

み
る
こ
と
が
で
き
、
近
世
風
の
明
窓
浄
机
、
文
人
趣
味
の
は
し
り
と
み
る
こ
と

も
で
き
る
。
張
彦
遠
は
若
い
頃
か
ら
遺
失
し
た
も
の
を
集
め
合
わ
せ
て
、
鑑
定

ギ
レ

し
装
禎
し
修
繕
し
た
。
ボ
ロ
衣
を
も
売
り
、
玄
米
め
し
を
も
節
約
し
て
購
求
し

た
。
「
必
ず
弊
衣
を
貨
り
、
標
食
を
減
ず
。
」
と
は
貧
寒
な
隠
逸
者
め
い
た
表

現
で
あ
る
。
だ
が
実
を
い
え
ば
、
彦
遠
の
幼
少
時
代
よ
り
張
家
は
急
速
に
斜
陽

化
し
つ
つ
あ
っ
た
。
東
都
洛
陽
第
一
の
邸
宅
は
よ
う
や
く
形
骸
化
し
つ
つ
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
文
中
寂
莫
の
想
い
は
そ
の
せ
い
も
あ
ろ
う
。

法、 批
評
の
基
準
で
あ
る
画
の
六
法
に
つ
い
て
、

自
己
の
解
釈
を
示
し
て
い
る
。

代
名
画
記
」
は
先
人
の
論
著
を
利
用
し
な
が
ら
、
明
確
な
自
己
の
絵
画
観
に
よ

っ
て
論
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
張
彦
遠
の
時
代
の
、

つ
ま
り
中
世
貴

族
社
会
崩
壊
期
・
近
世
市
民
社
会
揺
藍
期
の
絵
画
史
の
動
向
が
よ
く
窺
わ
れ
る
。

そ
し
て
張
彦
遠
の
立
場
は
、
新
興
の
山
水
画
と
、
破
墨
・
澄
墨
•
水
墨
と
呼
ば

れ
る
い
わ
ゆ
る
水
墨
画
に
対
し
て
ど
う
い
う
態
度
を
と
る
か
に
表
わ
れ
る
。
ま

張
彦
遠
は
「
歴
代
名
画
記
」
巻
一
に
お
い
て
、
二
点
に
つ
い
て
自
己
の
基
本

的
な
立
場
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
の
一
は
「
論
画
六
法
」
で
、
南
斉
の
謝
赫
が

「
古
画
品
録
」
で
主
張
し
た
画
の
六
法
に
つ
い
て
、
即
ち
中
世
の
品
等
的
絵
画

こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
張
彦
遠
は
基
本
的
に
は
画
の
根
幹
を
線
描

（
筆
）
に
お
く
中
世
的
立
場
に
立
ち
、
た
だ
そ
の
線
が
単
な
る
描
写
的
な
線
で

は
な
く
て
、
画
家
の
意
（
気
持
）
を
表
現
す
べ
き
も
の
と
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ

て
張
彦
遠
の
六
法
全
体
に
対
す
る
解
釈
が
、
謝
赫
と
は
違
っ
た
も
の
に
な
る
。

そ
の
二
は
山
水
画
に
つ
い
て
で
あ
る
。
「
論
画
山
水
樹
石
」
に
お
い
て
、
山

水
画
の
変
革
及
び
独
立
に
大
い
な
る
関
心
を
示
し
、
そ
れ
は
樹
石
画
（
松
石

画
）
の
変
革
に
溝
か
れ
て
起
っ
た
と
い
う
。
こ
の
新
し
い
山
水
画
及
び
樹
石
画
、

あ
る
い
は
山
水
樹
石
画
は
、
破
墨
·
澄
墨
•
水
墨
と
当
時
呼
ば
れ
た
新
し
い
技

い
わ
ゆ
る
水
墨
画
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
張
彦
遠
は

技
法
的
に
は
伝
統
的
な
線
描
を
甚
本
と
考
え
て
、
線
描
を
乱
す
あ
る
い
は
破
壊

す
る
い
わ
ゆ
る
水
墨
画
に
対
し
て
は
否
定
的
立
場
を
と
っ
た
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、

新
興
の
山
水
画
に
は
非
常
に
深
い
関
心
を
示
す
の
で
あ
る
。
張
彦
遠
は
言
う
。

ず
山
水
画
に
つ
い
て
。

＇ ノ‘



絵
画
史
に
お
け
る
中
国
と
日
本
け

魏
晋
以
後
の
名
作
で
世
間
に
あ
る
も
の
は
皆
見
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
作
品
の
山

水
の
画
き
方
と
い
え
ば
、
そ
の
群
峰
の
形
は
螺
錮
細
工
の
飾
り
を
つ
け
た
犀
角

で
つ
く
っ
た
櫛
の
よ
う
に
鋭
く
尖
っ
て
ギ
ザ
ギ
ザ
し
て
い
る
。
水
を
描
い
て
も

物
が
浮
か
べ
ら
れ
そ
う
も
な
く
、
人
物
が
山
よ
り
大
き
く
描
か
れ
た
り
す
る
。

た
い
て
い
は
樹
石
を
そ
え
て
地
面
を
装
飾
し
て
い
る
が
、
樹
木
が
列
な
っ
て
植

え
て
あ
る
さ
ま
は
、
腕
を
の
ば
し
て
指
を
ひ
ら
い
て
い
る
よ
う
な
形
で
、
こ
ん

な
樹
木
を
み
る
と
、
昔
の
人
は
特
長
と
な
る
と
こ
ろ
を
強
調
し
て
、
通
俗
的
に

変
化
さ
せ
る
こ
と
を
し
な
い
よ
う
だ
。
（
「
詳
古
人
之
意
、
専
在
顕
其
所
長
、
而

不
守
於
俗
変
也
」
）
つ
ま
り
、
樹
木
は
一
定
の
形
式
を
守
っ
て
描
き
つ
が
れ
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
唐
朝
の
は
じ
め
に
閻
立
徳
・
閻
立
本
兄
弟
が
出
て
、
匠
学
す

な
わ
ち
定
規
を
つ
か
っ
て
建
築
物
な
ど
を
描
く
や
り
方
で
美
的
効
果
を
発
揮
し
、

楊
契
丹
・
展
子
虔
が
、
宮
殿
や
楼
閣
を
細
密
に
描
く
こ
と
に
意
を
用
い
た
結
果
、

山
水
画
に
描
か
れ
る
建
築
物
が
、
ま
ず
写
実
的
に
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

が
、
石
の
描
写
に
依
然
と
し
て
透
し
難
り
細
工
の
よ
う
な
表
現
を
用
い
、
氷
の

つ
ら
ら
か
斧
の
刃
の
よ
う
な
形
を
し
、
樹
木
は
幹
や
枝
を
版
画
の
よ
う
に
平
板

に
描
き
、
そ
こ
に
葉
を
鍍
ば
め
て
い
る
。
そ
し
て
樹
木
の
種
類
も
松
柏
で
は
な

＜
桐
や
柳
が
多
い
。
技
法
は
複
雑
で
あ
る
が
、
表
現
は
拙
劣
で
、
彩
色
し
て
も

映
え
な
い
。

と
こ
ろ
が
呉
道
玄
が
出
て
山
水
画
は
一
変
す
る
。
呉
道
玄
は
生
ま
れ
つ
き
勁

奄
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
筆
さ
ば
き
を
身
に
つ
け
、
幼
い
頃
か
ら
画
の
奥
義
を
知

っ
て
い
た
。
し
ば
し
ば
仏
寺
の
壁
画
に
、
奇
怪
な
形
の
岩
石
や
、
流
れ
砕
け
る

急
流
を
描
い
て
、
あ
た
か
も
桐
酌
、
手
で
触
れ
て
掬
う
こ
と
が
で
き
る
か
の
よ

る。

， 
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「
歴
代
名
画
記
」
巻
十
の
畢
宏
の
項
に
「
大
暦
二
年
(
7
6
7
)

給

う
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
っ
て
い
た
。
ま
た
、
蜀
道
、
す
な
わ
ち
長
安
か
ら
嘉
陵

天
宝
年
間
に

江
沿
い
に
蜀
に
至
る
山
水
を
描
い
た
。
か
く
て
山
水
の
変
革
は
呉
道
玄
に
は
じ

ま
り
、
同
じ
く
蜀
道
山
水
を
描
い
た
李
思
訓
・
李
昭
道
父
子
に
お
い
て
完
成
し

但
し
李
思
訓
は
開
元
四
年

(
7
1
6
)

!l
歿
し
て
い
る
か
ら
、

玄
宗
の
命
で
蜀
に
赴
き
、
長
安
城
内
の
大
同
殿
に
蜀
道
山
水
を
描
い
た
と
さ
れ

る
呉
道
玄
と
は
年
代
が
合
わ
な
い
。

一
方
、
樹
石
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
「
章
鵡
に
妙
あ
り
。
張
通
（
張
礫
な

り
）
に
窮
ま
る
。
」
と
い
っ
て
、
張
礫
に
よ
っ
て
完
成
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
が
、

事
中
と
な
り
、
松
石
を
左
省
の
庁
壁
に
画
き
、
好
事
者
み
な
こ
れ
に
詩
を
よ
む
。

京
兆
少
手
に
改
め
ら
れ
、
左
庶
子
と
な
る
。
樹
石
は
名
を
代
に
撞
ま
に
し
、
樹

木
の
改
歩
変
古
は
、
宏
よ
り
始
ま
る
也
。
」
と
あ
る
。
一
方
、
張
礫
に
つ
い
て

同
じ
く
巻
十
に
、
「
初
め
畢
庶
子
宏
、
名
を
代
に
撞
ま
に
す
る
も
、
（
張
礫
を
）

一
見
し
て
驚
嘆
し
、
そ
の
（
張
礫
の
）
唯
だ
禿
奄
を
用
い
、
手
を
以
っ
て
画
絹

を
摸
す
（
こ
す
る
）
の
を
異
と
し
、
因
っ
て
礫
に
受
く
る
所
を
問
う
。
礫
日
<
、

外
師
造
化
、
中
得
心
源
と
。
畢
宏
、
是
に
於
て
筆
を
閣
く
。
」
と
あ
り
、
図
式

的
な
樹
石
の
表
現
を
写
実
的
に
改
変
し
た
畢
宏
が
、
張
躁
の
樹
石
画
を
見
て
驚

き
、
殊
に
ち
び
た
筆
を
用
い
て
描
い
た
り
、
墨
や
絵
具
を
手
で
画
面
に
な
す
り

つ
け
て
描
く
技
法
を
不
思
議
に
思
っ
て
、
そ
の
由
来
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
特
に

決
っ
た
師
倣
は
な
く
、
外
な
る
自
然
と
内
な
る
心
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
と
い

わ
れ
て
、
畢
宏
は
感
服
し
て
み
ず
か
ら
は
描
く
こ
と
を
止
め
た
と
い
う
の
で
あ

こ。t
 巻

一
の
「
論
画
山
水
樹
石
」
に
も
、

「
通
（
張
礫
）
、

能
＜
紫
奄
禿
鋒
を



水
は
手
も
て
擦
す
。
」
と
い
っ
て
い
る
。

を
善
く
す
る
を
知
り
て
、
松
石
の
更
に
佳
な
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
應
尺
千
尋
、

ァ
ッ

祠
を
耕
べ
影
を
撰
め
、
姻
霞
は
鰯
薄
し
、
風
雨
は
鰻
題
た
り
。
輪
困
と
し
て
偏

宛
転
と
し
て
盤
龍
の
状
を
極
む
。
」
と
あ
る
。

蓋
の
形
を
尽
く
し
、

「
山
は
墨
も
て
幹
し

の
説
明
か
ら
松
下
の
岩
石
上
に
坐
す
羅
漠
図
の
如
き
も
の
が
想
像
さ
れ
る
。
そ

れ
は
従
来
の
人
物
図
と
異
っ
て
、
背
景
と
な
る
べ
き
松
石
と
人
物
と
が
混
然
と

融
合
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
松
石
を
描
く
筆
法
で
人
物
の
衣
摺
・
形

姿
・
容
貌
も
描
か
れ
て
い
た
筈
で
、
松
石
に
も
人
物
や
竜
馬
と
同
じ
生
命
を
見

る
の
で
あ
る
。
そ
の
構
成
は
、
思
尺
千
尋
、
す
な
わ
ち
狭
い
画
面
に
高
さ
・
深

さ
の
垂
直
方
向
を
強
調
し
た
画
風
で
、
し
か
も
そ
こ
に
は
霧
や
霞
が
か
か
り
、

風
雨
の
荒
れ
狂
う
中
で
、
松
樹
の
大
き
な
枝
が
並
ん
で
シ
ル
ニ
ッ
ト
を
作
り
、

屈
曲
し
て
偏
蓋
の
形
を
つ
く
り
、
曲
折
し
て
盤
竜
の
姿
を
な
し
て
い
る
と
い
う
。

そ
の
技
法
に
つ
い
て
、
朱
景
玄
の
「
唐
朝
名
画
録
」
は
、

張
躁
の
模
と
い
い
、

章
鵡
の
幹
・
擦

と
い
い
、
従
来
の
線
描
と
は
異
る
い
わ
ゆ
る
水
墨
技
法
を
指
し
て
い
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。
章
鵡
の
画
馬
と
双
松
図
に
つ
い
て
は
、
杜
甫
が
こ
れ
ら
を
詠
じ
た

ま
ず
最
初

用
い
、
掌
を
以
て
色
を
摸
し
、
中
に
巧
飾
を
遣
し
、
外
は
混
成
せ
る
が
若
し
」

と
い
っ
て
い
る
。
兎
の
毛
で
つ
く
っ
た
硬
い
筆
の
、
し
か
も
ち
び
た
も
の
を
用

い
、
た
な
ご
こ
ろ
に
色
を
つ
け
て
画
絹
に
な
す
り
つ
け
る
。
こ
の
よ
う
な
技
法

を
用
い
る
張
環
の
画
は
、
よ
く
見
る
と
巧
緻
な
描
写
を
行
っ
て
い
な
が
ら
、
外

見
は
混
然
一
体
と
な
っ
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
章
鵡
に
つ
い
て
は
巻

十
に
、
「
山
水
・
高
僧
奇
士
・
老
松
異
石
に
エ
な
り
。
筆
力
は
勁
健
に
し
て
、

風
格
は
高
挙
た
り
。
小
馬
・
牛
羊
・
山
原
を
善
く
し
、
俗
人
ほ
空
し
く
鴎
の
馬

詩
二
篇
が
あ
る
。
双
松
図
を
詠
じ
た
詩
に
は
、

ワ
カ

畢
宏
は
已
に
老
い
章
鵜
は
少
し
。
」
と
あ
り
、

上
る
幹
は
、
竜
虎
の
朽
骨
の
よ
う
で
あ
り
、
高
枝
の
交
錯
す
る
さ
ま
ほ
屈
鉄
の

よ
う
だ
と
詠
う
。

こ
の
よ
う
な
樹
石
画
の
代
表
と
し
て
、

石
」
の
中
で
、
呉
興
郡
（
浙
江
省
）
の
役
所
の
南
堂
に
徐
表
仁
と
い
う
画
家
の

描
い
た
二
面
の
樹
石
の
壁
画
を
あ
げ
る
。
張
彦
遠
は
こ
れ
を
徐
表
仁
の
得
意
深

ね
、
危
幹
は
碧
を
凌
ぎ
、
重
質
は
地
に
委
ね
、
青
題
は
堂
に
満
つ
」
さ
ま
を
描

い
て
い
る
。
木
々
を
渡
る
風
の
音
が
聞
え
る
。
岩
を
穿
っ
て
流
れ
る
水
音
が
聞

え
る
。
が
っ
し
り
と
大
地
を
掴
む
根
は
絞
の
よ
う
で
あ
り
、
幹
は
斜
め
に
青
空

に
向
っ
て
伸
び
て
い
る
。
重
い
岩
は
大
地
に
横
た
わ
り
、
木
の
葉
を
吹
く
風
ほ

室
内
を
青
く
染
め
る
よ
う
だ
。
張
彦
遠
は
、
こ
の
画
家
を
、
呉
興
の
茶
山
の
山

中
に
呼
ん
で
、
明
月
峡
の
図
を
描
か
せ
た
。
徐
表
仁
は
こ
こ
の
水
石
の
奔
異
な

さ
ま
と
自
分
の
性
と
が
適
合
す
る
、
す
な
わ
ち
性
と
境
と
が
会
す
か
ら
描
く
の

だ
と
い
っ
た
。
こ
の
性
境
一
致
は
、
す
な
わ
ち
風
景
（
情
景
）
と
心
情
の
一
致

と
い
う
こ
と
で
、

そ
こ
か
ら
新
し
い
山
水
画
も
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
張

彦
遠
は
「
論
画
山
水
樹
石
」
の
中
に
、
こ
の
よ
う
な
新
し
い
山
水
画
家
に
つ
い

て
幾
人
が
挙
げ
て
、

そ
の
特
色
を
言
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

王
維
の
重
深
、

楊
炎
の
奇
贈
、
朱
審
の
濃
秀
、
王
宰
の
巧
密
、
劉
商
の
取
象
で
あ
る
が
、
こ
れ

ら
は
皆
、
性
と
境
の
か
か
わ
り
方
の
特
色
を
指
摘
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

山
水
画
の
変
革
は
ま
ず
建
物
が
リ
ア
ル
に
描
か
れ
る
こ
と
か
ら
起
り
、
や
が

奇
の
作
と
い
い
、

「
其
の
嵐
嶺
を
潜
蓄
し
、
洞
泉
を
遮
蔵
し
、
鮫
根
は
鱗
を
束

張
彦
遠
は
巻

の
「
論
画
山
水
樹

雷
雨
の
暗
い
中
で
、

白
く
浮
び

「
天
下
幾
人
か
古
松
を
描
く
。

六
四



す
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

て
樹
石
（
松
石
）
が
リ
ア
ル
に
描
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
完
成
し
た
。
樹
石
は

山
水
を
構
成
す
る
要
素
で
あ
る
。
樹
は
遠
観
す
れ
ば
林
に
な
り
森
に
な
る
。
石

ほ
丘
に
な
り
山
に
な
る
。
壁
画
に
お
い
て
、
樹
石
そ
れ
に
水
流
が
リ
ア
ル
に
描

か
れ
、
そ
れ
ら
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
、
水
や
風
の
音
が
聞
え
て
来
る
よ
う
な

感
じ
を
催
す
こ
と
、
こ
れ
は
壁
画
の
中
に
現
実
的
な
空
間
を
見
る
こ
と
で
あ
り
、

室
内
の
現
実
の
空
間
と
画
面
空
間
と
が
融
合
し
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
近
世
的
絵
画
の
空
間
表
現
で
あ
り
、
西
欧
の
幾
何
学
的

な
遠
近
法
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
空
間
と
、
現
実
空
間
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
と

い
う
点
で
は
共
通
で
あ
る
。
中
国
に
お
い
て
ほ
、

絵
画
史
に
お
け
る
中
国
と
日
本
H

い
わ
ば
樹
石
画
的
遠
近
法
の

成
立
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
我
が
国
で
も
、
雪
舟
や
狩
野
派
の
画
家
た
ち
に

よ
っ
て
、
十
五
世
紀
の
末
か
ら
十
六
世
紀
に
か
け
て
新
ら
し
い
樹
石
画
が
成
立

樹
石
図
に
基
ず
い
た
山
水
画
は
、
垂
直
方
向
、
つ
ま
り
高
さ
へ
の
方
向
（
高

遠
）
を
基
準
に
し
て
、
奥
行
き
や
広
が
り
を
表
現
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
中
世

の
山
水
画
は
、
漠
然
と
し
た
立
場
か
ら
の
水
平
方
向
へ
の
遠
さ
、
あ
る
い
は
、

や
、
俯
廠
的
な
角
度
か
ら
の
水
乎
方
向
へ
の
遠
さ
（
平
遠
）
を
あ
ら
わ
す
。
こ

の
場
合
、
視
点
の
位
置
が
漠
然
と
し
て
居
り
、
抽
象
的
な
空
間
と
な
る
。
劉
宋

の
宗
粥

(
3
7
5
-
ー
4
4
3
)

の
「
画
山
水
序
」
は
そ
の
一
例
で
、
臥
滸
山
水
、
即
ち

坐
な
が
ら
に
し
て
画
か
れ
た
曽
遊
の
山
水
に
遊
ん
で
暢
神
す
る
た
め
の
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
構
成
法
は
遠
観
に
よ
っ
て
竪
劃
三
寸
に
千
傍
の
高
さ
を
収
め
、

ト
＊

横
墨
数
尺
に
百
里
の
逍
き
を
体
せ
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
構
成
は
神
仙

山
水
と
も
相
通
じ
る
。

六
五

張
彦
遠
は
何
故
こ
の
よ
う
な
新
し
い
樹
石
画
に
基
づ
く
山
水
画
、
そ
し
て
性

と
境
の
一
致
し
た
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
山
水
画
、
そ
れ
は
風
景
1
1
情
景
の
表
現

で
あ
り
、
没
落
貴
族
の
孤
独
な
心
情
に
対
応
す
る
情
景
の
表
現
で
も
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
山
水
画
に
深
い
関
心
を
持
ち
、
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
こ
の
よ
う
な
山
水
画
は
、
張
彦
遠
が
最
高
の
画
家
と
考
え
、
山
水
画
の

呉
道
玄
は
伝
統
的
な
線
描
に
基
ず
く
画
家
で
あ
り
、
新
し
い
樹
石
画
的
山
水
画

は
破
墨
・
澄
墨
•
水
墨
と
渾
名
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
水
墨
画
の
技
法
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。
張
彦
遠
の
「
歴
代
名
画
記
」
に
は
、
手
本
と
す
べ
き
先
例
が
あ
り
、

そ
こ
か
ら
大
き
な
影
響
を
う
け
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ほ
張
躁
の
「
絵
境
」
で

あ
り
、
巻
十
で
張
彦
遠
は
「
画
の
要
訳
を
い
う
も
、
詞
多
く
し
て
載
せ
ず
」
と

い
う
。
そ
し
て
張
彦
遠
が
家
の
長
老
か
ら
聞
い
た
話
と
し
て
、
張
礫
ほ
張
氏
の

一
族
で
、
彦
遠
の
家
に
居
た
こ
と
も
あ
り
、
張
家
に
は
張
躁
の
画
が
多
く
残
っ

て
い
る
と
い
う
。
張
躁
は
長
安
の
平
康
里
に
あ
っ
た
張
氏
の
邸
宅
で
八
幅
の
山

水
の
屏
風
を
描
が
い
て
い
た
と
こ
ろ
、
朱
洸
の
乱
(
7
8
3
)

が
お
こ
り
、
張
躁

は
た
ち
ま
ち
逃
げ
去
っ
た
が
、
家
人
が
画
絹
が
枠
に
張
っ
た
ま
ま
で
あ
る
の
を

み
て
、
急
い
で
そ
れ
を
剥
ぎ
と
っ
た
。
こ
の
画
は
未
完
成
で
あ
る
が
、
張
操
の

構
想
が
よ
く
解
る
と
い
う
。
張
彦
遠
は
こ
こ
を
「
破
墨
未
だ
了
ろ
ざ
る
に
…
…

最
も
張
の
思
を
用
い
た
る
処
を
見
す
。
」
と
す
る
。
つ
ま
り
破
墨
と
い
う
新
し

い
技
法
で
描
い
て
い
た
た
め
に
、
未
完
成
で
あ
っ
て
も
、
張
躁
の
考
え
が
よ
く

改
変
の
先
鋒
を
つ
と
め
た
と
し
た
呉
道
玄
の
も
の
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

缶



じ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

「
歴
代
名
画
記
」
に
は
記
載
し
な
い
と
い
っ
て
い
る
。

解
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
新
し
い
技
法
に
よ
る
山
水
画
は
、
未
完
成
で
も
鑑
賞

に
耐
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
い
わ
ゆ
る
水
墨
画
は
こ
う
し
た
制
作
過

ま
た
李
約
と
い
う
美
術
好
き
の
人
が
、
あ
る
士
人
の
家
に
張
操
の
松
石
を
描

い
た
障
壁
画
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
そ
の
士
人
が
亡
く
な
っ
た
の
で
、
こ
れ
を

裏
地
と
し
て
使
っ
て
い
た
の
で
、

わ
ず
か
に
残
っ
て
い
た
双
柏
と
一
石
を
描
い

た
部
分
の
み
を
手
に
入
れ
た
。
李
約
は
非
常
に
残
念
が
っ
て
、
「
絵
練
記
」
と

い
う
文
章
を
つ
く
っ
て
、
張
躁
の
画
意
、
す
な
わ
ち
絵
画
思
想
を
徹
底
的
に
論

李
約
は
兄
の
李
鑽
と
共
に
、
張
彦
遠
の
祖
父
高
乎
公
弘
靖
や
、
そ
の
弟
の
張
認

の
親
友
で
、
特
に
李
約
と
彦
遠
の
叔
祖
張
捻
と
は
親
密
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
共

に
琴
尊
と
書
画
を
楽
し
ん
だ
。
李
績
・
李
約
の
父
李
勉
と
、
張
彦
遠
の
曽
祖
父

張
延
賞
も
親
密
で
、
共
に
宰
相
と
な
り
、
共
に
文
雅
の
道
を
楽
し
ん
だ
。
張
躁

の
「
絵
境
」
と
共
に
、
李
勉
の
「
絵
練
記
」
も
張
彦
遠
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
恐
ら
く
性
境
一
致
の
山
水
画
で
あ
り
、
「
外
師
造
化
、

中
得
心
源
」
、
即
ち
自
然
を
写
実
的
に
描
き
つ
つ
、
自
己
の
心
に
悟
っ
た
境
地

を
追
求
す
る
絵
画
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
中
世
的
な
明
か
る
＜
暖
か
な
光
に
照
ら

さ
れ
た
物
で
は
な
く
、
自
己
の
心
の
深
さ
に
根
ざ
す
臨
暗
な
秋
冬
の
光
景
が
多

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
（
張
彦
遠
が
呉
道
玄
を
最
高
の
画
家
と
す
る
点
に
つ
い
て

も
、
大
叔
父
張
捻
の
「
呉
画
説
」
に
よ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
）

購
入
し
よ
う
と
し
た
所
、
そ
の
士
人
の
妻
君
が
そ
の
障
壁
画
を
練
っ
て
衣
服
の

程
に
意
味
が
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。

張
彦
遠
は
中
世
の
絵
画
、
即
ち
線
描
を
基
本
と
す
る
絵
画
を
正
統
的
だ
と
考

え
た
。
そ
し
て
主
題
と
し
て
新
し
い
山
水
樹
石
画
に
あ
れ
程
関
心
を
示
し
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
新
し
い
主
題
に
対
応
す
る
新
し
い
技
法
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
水

墨
画
、
当
時
破
墨
・
澄
墨
•
水
墨
と
呼
ば
れ
た
絵
画
は
正
統
的
で
な
い
と
考
え

た
。
張
彦
遠
の
絵
画
史
観
は
線
の
発
達
史
観
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
歴
代
名
画
記
」

巻
一
の
「
論
画
六
法
」
を
中
心
に
み
て
み
よ
う
。
張
彦
遠
は
ま
ず
、
謝
赫
の
画

の
六
法
に
対
す
る
自
分
の
態
度
あ
る
い
は
解
釈
を
表
明
す
る
。
画
の
六
法
と
は
、

日
気
韻
生
動
、
⇔
骨
法
用
筆
、
臼
応
物
象
形
、
四
随
類
賦
彩
、
⑮
経
営
位
置
、

因
伝
移
模
写
で
、
⇔
は
絵
画
の
骨
格
を
な
す
用
筆
す
な
わ
ち
線
描
、
伺
は
対
象

の
形
似
す
な
わ
ち
写
実
的
描
写
、
四
は
彩
色
そ
れ
も
種
類
に
応
じ
た
彩
色
と
い

う
こ
と
で
固
有
色
、
国
は
構
図
、
付
ほ
模
写
で
絵
画
の
記
録
と
し
て
の
必
要
性

か
ら
要
請
さ
れ
る
能
力
で
あ
る
。
従
っ
て
画
の
六
法
に
基
づ
く
絵
画
と
は
、
一

義
的
な
輪
郭
線
に
よ
っ
て
形
ど
ら
れ
た
写
実
的
な
形
象
に
固
有
色
を
配
し
た
も

の
で
、
当
時
の
中
心
的
な
主
題
が
人
物
画
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
日
の

気
韻
生
動
は
、
描
か
れ
た
人
物
が
生
け
る
が
如
く
あ
る
べ
し
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。
張
彦
遠
に
よ
れ
ば
、
昔
の
画
は
形
似
を
表
現
す
る
こ
と
が
巧
く
、
し
か

も
骨
気
す
な
わ
ち
画
の
骨
格
を
形
成
す
る
線
の
力
を
重
視
す
る
。
形
似
以
外
の

事
を
画
に
つ
い
て
追
究
し
た
場
合
、

一
般
の
人
達
は
理
解
し
難
い
。
と
こ
ろ
で

現
代
の
絵
画
は
形
似
を
表
現
し
て
は
い
る
が
、
気
韻
が
生
ま
れ
て
い
な
い
。
逆

に
画
に
お
い
て
気
韻
を
追
究
す
れ
ば
、
形
似
は
自
然
に
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

炉
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で
は
気
韻
と
は
一
体
何
か
。
物
を
象
ど
る
と
い
う
こ
と
は
形
似
を
得
る
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
形
似
は
画
の
骨
格
を
な
す
線
の
力
が
備
わ
っ
て
は
じ
め
て
形
似

と
な
る
。
画
の
根
本
と
な
る
線
の
力
（
骨
気
）
と
形
似
と
は
、
共
に
立
意
す
な

わ
ち
画
家
の
表
現
意
志
に
基
づ
い
て
存
在
し
、
用
筆
す
な
わ
ち
線
描
に
よ
っ
て

実
現
さ
れ
る
。
用
筆
す
な
わ
ち
線
描
が
根
底
を
な
す
と
い
う
点
で
、
書
と
画
は

同
一
で
あ
る
。
張
彦
遠
は
気
韻
生
動
を
画
家
の
表
現
意
志
の
働
き
と
考
え
た
。

鬼
神
や
人
物
に
つ
い
て
は
生
動
す
る
有
様
を
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
も

し
画
家
の
表
現
意
志
が
十
分
働
い
て
い
な
け
れ
ば
、
線
描
が
弱
く
、
形
似
を
捉

え
て
い
る
よ
う
で
も
空
疎
で
あ
る
。

い
く
ら
彩
色
に
努
力
し
て
も
立
派
な
画
に

は
な
ら
な
い
。
張
彦
遠
の
独
自
な
考
え
方
は
、
気
韻
を
立
意
と
し
た
こ
と
、
気

韻
生
動
を
画
家
の
表
現
意
志
の
発
動
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
謝

赫
の
客
観
的
な
、
描
か
れ
た
物
、
特
に
人
物
の
様
態
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
気
韻

生
動
が
、
線
描
に
あ
ら
わ
れ
た
画
家
の
意
志
の
表
現
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な

り
、
線
描
の
性
格
に
よ
っ
て
、
描
か
れ
た
物
、
特
に
人
物
の
表
現
様
態
が
決
定

さ
れ
る
と
い
う
、
表
現
さ
れ
た
物
よ
り
も
表
現
の
仕
方
に
重
き
を
置
く
見
方
を

と
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
張
彦
遠
が
絵
画
を
、
画
家
の
心
の
表
現
と
考
え
て
い
る

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
山
水
画
に
於
け
る
性
と
境
の
一
致
、
す
な
わ
ち
心
に
悟

っ
た
表
現
の
追
究
に
通
じ
る
見
方
で
あ
り
、
張
操
の
い
う
「
外
師
造
化
、
中
得

心
源
」
、
す
な
わ
ち
、
外
に
、
自
然
の
中
に
情
景
を
求
め
つ
つ
、
同
時
に
内
に
、

自
己
の
心
の
根
底
を
求
め
る
と
い
う
考
に
も
通
じ
る
の
で
あ
る
。

張
彦
遠
は
四
分
法
の
見
方
で
絵
画
史
の
展
開
を
捉
え
る
。
「
上
古
の
画
は
迩

簡
に
し
て
意
は
溜
、
而
し
て
雅
正
な
り
。
顧
憔
之
・
陸
探
微
の
流
こ
れ
な
り
。

絵
画
史
に
お
け
る
中
国
と
日
本
け

六
七

墨
が
濁
り
、

中
古
の
画
は
細
密
に
し
て
精
緻
、
而
し
て
栗
麗
な
り
。
展
子
虔
・
鄭
法
士
の
流

こ
れ
な
り
。
近
代
の
画
は
、
換
爛
に
し
て
備
を
求
む
。
今
人
の
画
は
錯
乱
し
て

旨
な
し
。
衆
工
の
迩
こ
れ
な
り
。
」
素
朴
で
簡
潔
な
表
現
か
ら
、
こ
ま
か
く
美

し
い
表
現
へ
、
更
に
豪
華
で
完
全
な
表
現
へ
と
、
絵
画
史
は
三
段
階
に
分
れ
て

発
達
し
、
遂
に
最
高
点
に
到
す
る
。
そ
れ
が
唐
朝
玄
宗
時
代
の
画
家
呉
道
玄
で

あ
っ
て
、
「
唯
、
呉
道
玄
の
述
を
観
る
に
、
六
法
倶
に
全
し
と
謂
う
べ
し
。
万

象
を
必
ず
尽
く
し
、
神
人
手
を
仮
し
て
、
造
化
を
窮
極
す
る
な
り
。
気
韻
雄
壮

に
し
て
、
幾
ん
ど
練
素
に
入
ら
ず
、
筆
述
器
落
に
し
て
、
遂
に
意
を
賭
壁
に
恣

甚
だ
穂
密
な
り
。

「
歴
代
名

此
れ
神
異
な
り
。
」
こ
れ

い
ま
ま
に
す
。
其
の
細
画
は
又
、

が
近
代
の
画
の
換
爛
に
し
て
備
を
求
む
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
呉
道
玄
の
雄
壮

な
気
分
が
、
暢
ぴ
や
か
な
筆
述
す
な
わ
ち
線
描
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
、
壁
画
の

大
画
面
に
自
由
奔
放
に
描
い
て
、
描
か
れ
た
形
象
が
画
面
に
収
ま
り
き
ら
な
い

よ
う
に
見
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
我
国
に
お
い
て
類
似
の
事
例
を
求
め
る
な

ら
ば
、
桃
山
時
代
の
画
家
で
近
世
絵
画
の
確
立
者
で
あ
る
狩
野
永
徳
で
あ
ろ
う
。

狩
野
永
納
の
「
本
朝
画
史
」
に
見
ら
れ
る
永
徳
画
風
の
描
写
に
は
、

画
記
」
の
こ
の
条
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
張
彦
遠
の
上
古
・
中
古
こ
近
代
の
表
現
の
展
開
は
線
描
の
発
達
に
基

ず
い
た
展
開
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
現
代
、
す
な
わ
ち
張
彦
遠
と
同
時
代
の

絵
画
は
否
定
的
な
評
価
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
現
代
の
絵
画
は
ご
ち
ゃ
ご
ち

ゃ
し
て
い
て
趣
き
が
な
く
、
単
な
る
職
人
仕
事
で
あ
る
。

色
が
濁
っ
て
き

「
今
の
画
人
は
、
筆

ケ
ガ

墨
を
塵
埃
に
混
ぜ
、
丹
青
を
泥
滓
に
和
し
、
徒
ら
に
絹
素
を
汗
す
。
幾
に
絵
画

と
い
わ
ん
や
。
」
現
代
の
い
わ
ゆ
る
水
墨
画
は
、



「
歴
代
名
画
記
」
に
は
こ
の
箇
所
以
外
に
出
て
こ
な
い
。
朱
景
玄
の

「
唐
朝
名
画
録
」
に
は
、
神
・
妙
・
能
の
品
等
の
枠
に
入
ら
な
い
、
逸
脱
し
た

画
風
を
と
り
あ
げ
た
逸
品
の
項
に
、
王
墨
と
い
う
画
家
を
あ
げ
て
、

何
許
の
人
な
る
か
を
知
ら
ず
。
亦
た
其
の
名
を
知
ら
ず
。
澄
墨
を
善
く
し
、
山

水
を
画
く
。
時
人
、
故
に
之
を
王
墨
と
謂
う
。
多
く
江
湖
の
間
に
遊
び
、
常
に

、.‘‘
し
カ

「
王
墨
は

＊
 

た
な
い
と
い
っ
て
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
今
の
画
人
は
、
粗
ぽ
写
貌

を
善
く
し
、
其
の
形
似
を
得
れ
ど
も
、
則
ち
其
の
気
韻
な
し
。
其
の
彩
色
を
具

う
れ
ど
も
、
則
ち
其
の
筆
法
を
失
う
。
登
に
画
と
い
わ
ん
や
。
」
現
代
絵
画
否

定
の
理
由
は
、
結
局
、
気
韻
が
な
い
こ
と
、
気
韻
を
表
わ
す
筆
法
が
な
い
こ
と
、

つ
ま
り
線
描
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
水
墨
画
は
一
義
的
な
輪
郭
線
を

否
定
し
て
、
こ
れ
を
さ
ま
ざ
ま
な
ク
ッ
チ
の
集
積
に
お
き
か
え
た
。
こ
う
い
う

技
法
を
張
彦
遠
は
正
統
的
で
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
巻
二
の
「
論
画
体
工
用

揚
写
」
に
は
、
「
好
手
の
画
人
あ
り
。
自
ら
能
＜
雲
気
を
描
く
と
言
う
。
余
謂

い
て
日
く
、
古
人
の
雲
を
画
く
は
、
未
だ
裁
妙
と
為
さ
ず
。
若
し
能
く
縮
素
を

油
湮
し
て
、
軽
粉
を
点
綴
し
、
縦
に
口
も
て
之
を
吹
く
。
こ
れ
を
吹
雲
と
謂
う
。

此
れ
天
理
を
得
た
り
。
妙
解
と
い
う
と
雖
も
、
筆
梁
を
見
ず
。
故
に
之
を
画
と

謂
わ
ず
。
山
水
家
に
澄
墨
あ
る
が
如
き
も
、
亦
之
を
画
と
謂
わ
ず
。
倣
炊
に
堪

え
ざ
る
な
り
。
」
雲
を
描
く
吹
震
と
い
う
技
法
は
、
画
絹
を
湿
ら
せ
て
そ
の
上

に
胡
粉
を
撒
き
、
そ
れ
を
口
で
吹
き
散
ら
す
や
り
方
で
、
こ
れ
ほ
巧
い
や
り
方

で
あ
る
が
、
線
描
が
な
い
か
ら
正
統
な
絵
画
で
は
な
い
と
し
、
山
水
画
に
み
ら

れ
る
澄
墨
と
い
う
技
法
も
同
様
な
理
由
で
正
統
的
な
絵
画
で
は
な
い
と
い
う
。

澄
墨
と
呼
ば
れ
る
技
法
が
山
水
を
描
く
画
家
た
ち
の
間
で
流
行
し
て
い
た
ら
し

山
水
松
石
雑
樹
を
画
く
。
多
く
疎
野
に
し
て
酒
を
好
む
。
凡
そ
図
障
を
画
か
ん

と
す
る
や
、
先
ず
飲
ん
で
醸
甜
し
て
後
、
即
ち
墨
を
以
て
澄
す
。
或
は
笑
い
、

或
は
吟
じ
、
脚
を
蜜
め
手
で
抹
し
、
或
は
揮
い
或
ほ
掃
き
、
或
は
淡
＜
或
は
濃

く
、
其
の
形
状
に
随
っ
て
、
山
と
な
り
石
と
な
り
、
雲
と
な
り
水
と
な
る
。
手

に
応
じ
意
に
随
い
、
條
と
し
て
造
化
の
若
し
。
雲
霞
を
図
き
出
し
、
風
雨
を
染

め
成
し
て
、
宛
も
神
巧
の
如
し
。
俯
観
し
て
其
の
墨
汚
の
述
を
見
ず
。
皆
奇
異

こ
の
画
家
は
、

な
り
と
謂
う
。
」
と
い
う
。
張
彦
遠
が
「
歴
代
名
画
記
」
巻
十

に
、
し
か
も
「
歴
代
名
画
記
」
の
最
後
に
記
す
王
黙
と
い
う
画
家
と
同
一
人
ら

し
く
、
そ
こ
で
は
「
風
顕
酒
狂
に
し
て
、
松
石
山
水
を
画
く
。
高
奇
に
乏
し
と

て
画
く
。
」

雖
も
、
流
俗
亦
た
好
む
。
酔
い
て
後
、
頭
昏
を
以
っ
て
墨
を
取
り
、
絹
に
抵
て

と
あ
る
。
墨
を
澄
ね
ち
ら
し
て
描
く
と
い
い
、
頭
髪
に
墨
を
つ
け

い
ず
れ
も
、
正
統
的
な
画
法
で
は
な
い
。
張
彦
遠
は
こ
の
よ

て
描
く
と
い
い
、

う
な
現
代
流
行
の
技
法
を
否
定
す
る
が
、
彼
の
絵
画
観
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
と
思
わ
れ
る
張
躁
も
、
や
は
り
こ
の
よ
う
な
新
し
い
技
法
を
用
い
て
い
る
。

先
に
「
論
画
山
水
樹
石
」
に
も
、
張
操
は
紫
奄
禿
鋒
を
用
い
て
描
き
、
掌
で
色

を
画
絹
に
摸
す
、
な
す
り
つ
け
て
描
き
、
そ
の
画
は
よ
く
見
る
と
巧
緻
な
表
現

を
行
っ
て
い
る
が
、
全
体
と
し
て
は
混
然
一
体
と
な
っ
た
画
風
を
示
す
と
い
う
。

こ
れ
は
、
「
唐
朝
名
画
録
」
が
王
墨
に
つ
い
て
減
茶
苦
茶
に
描
い
て
い
る
け
れ

ど
も
、
墨
汚
の
迩
を
見
ず
、
き
た
な
く
な
い
と
い
っ
て
い
る
の
と
同
じ
で
、
一

見
不
欄
奔
放
の
よ
う
で
も
、
実
は
巧
緻
な
技
法
を
持
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な

い
。
「
歴
代
名
画
記
」
は
巻
十
で
も
張
操
が
禿
竃
を
用
い
手
で
も
っ
て
絹
素
を

摸
し
て
描
く
こ
と
を
記
し
、
張
操
の
描
き
方
を
破
墨
だ
と
い
っ
て
い
る
。

六
八

「歴



代
名
画
記
」
で
破
墨
を
い
う
個
所
ほ
も
う
一
っ
、
巻
十
の
王
維
の
条
で
、
張
彦

遠
は
か
つ
て
王
維
の
破
墨
山
水
を
見
た
が
、
筆
迩
勁
爽
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
い

る
。
王
維
は
古
今
に
わ
た
る
さ
ま
ざ
ま
な
画
風
を
用
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
か

ら
、
必
ず
し
も
線
描
を
否
定
も
し
く
は
破
壊
し
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
朱

景
玄
は
張
彦
遠
と
同
じ
く
、
呉
道
玄
を
最
高
の
画
家
と
考
え
、
神
・
妙
・
能
の

品
等
の
う
ち
、
神
の
し
か
も
神
の
上
に
ラ
ン
ク
づ
け
す
る
が
、
張
躁
に
つ
い
て

も
神
品
の
下
に
位
置
づ
け
る
。
そ
し
て
松
石
山
水
を
描
い
て
当
代
随
一
と
し
、

そ
の
う
ち
一
本
で
生
枝
を
、
他
の
一
本
で
枯
枝
を
描
き
わ
け
る
と
い
う
軽
業
的

な
技
巧
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
。
「
唐
文
粋
」
に
載
る
符
載
の
「
観
張
員
外
画

松
石
序
」
は
、
張
燥
の
制
作
方
法
が
、
「
唐
朝
名
画
録
」
や
「
歴
代
名
画
記
」

に
載
せ
る
王
墨
あ
る
い
は
王
黙
の
そ
れ
と
大
差
は
な
い
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
即

ち
、
二
十
四
人
の
名
士
の
見
守
る
中
で
、
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
座
し
、
深
呼
吸
し

て
、
気
持
が
高
揚
し
て
く
る
と
、
体
を
激
し
く
動
か
し
て
制
作
す
る
。
一
種
の

上
り
、

ア
ク
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
で
あ
る
。
制
作
が
終
り
、
筆
を
捨
て
て
立
ち

四
方
を
眺
め
ま
わ
す
。
す
る
と
雷
雨
が
震
れ
上
っ
た
時
の
よ
う
に
、
松

や
石
や
水
や
雲
が
く
っ
き
り
と
姿
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
。
破
墨
と
い
い
、
澄
墨

と
い
い
、
そ
し
て
水
墨
も
、
そ
の
内
容
に
大
き
な
差
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
、

こ
れ
ら
は
い
わ
ば
当
時
の
人
達
が
新
し
い
絵
画
に
つ
け
た
渾
名
の
よ
う
な
も
の

で
あ
ろ
う
。

絵
画
史
に
お
け
る
中
国
と
日
本
日

特
に
松
樹
の
描
写
が
傑
出
し
て
い
る
と
い
い
、

二
本
の
筆
を
同
時
に
握
っ
て
、

張
彦
遠
の
線
の
発
達
史
観
を
よ
く
示
す
の
が
、
巻
二
の
「
論
顧
陸
張
呉
用
筆
」

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
顧
憔
之
・
陸
探
微
・
張
僧
縣
・
呉
道
玄
と
い
う
各
時
代
の

も
画
顕
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

六
九

代
表
的
な
画
家
を
挙
げ
て
、
そ
の
線
描
の
特
質
を
説
明
し
つ
つ
、
絵
画
史
の
展

開
を
示
す
。
先
に
説
明
し
た
四
分
法
の
歴
史
観
と
は
や
4

矛
盾
す
る
点
も
あ
る

。
う
ヽヽ＞

「
顧
憔
之
の
迩

連
綿
と
し
て
断
た
ず
。
」
陸
探

は
疾
く
、
意
は
筆
先
に
存
し
て
、
画
き
尽
し
て
意
在
り
。
神
気
を
全
う
す
る
所

以
な
り
。
」
顧
憔
之
の
線
は
強
く
張
り
緊
っ
て
切
れ
目
な
く
軽
快
に
走
る
様
を

い
わ
ゆ
る
鉄
線
描
、
し
か
も
し
な
や
か
な
鉄
線
描
と
で
も
い
え
よ
う
か
。

陸
探
微
も
亦
た
一
筆
の
画
を
作
す
。

微
の
線
描
は
今
の
草
書
の
体
勢
、
す
な
わ
ち
張
芝
が
雀
暖
・
杜
度
の
草
書
の
法

を
学
ん
で
改
変
し
た
も
の
に
基
ず
い
て
い
る
。
そ
れ
は
「
一
筆
に
し
て
成
り
、

気
脈
通
連
し
、

味
を
理
解
し
て
、
行
の
は
じ
め
の
字
は
し
ば
し
ば
前
の
行
に
つ
づ
い
て
書
い
た

の
で
一
筆
の
書
と
い
わ
れ
た
。
陸
探
微
の
画
の
線
描
は
こ
の
一
筆
の
書
に
由
来

し
、
た
と
い
線
が
途
切
れ
た
と
こ
ろ
で
も
、
気
勢
が
連
続
し
て
い
る
の
を
感
じ

と
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
顧
憔
之
の
描
線
は
切
れ
目
な
く
連
続
し
、
陸
探

微
は
線
描
の
勢
い
が
連
続
す
る
の
で
あ
る
。
張
僧
縣
は
「
点
曳
祈
払
、
衝
夫
人

一
点
一
画
、

の
筆
陣
図
に
依
っ
て
、
別
に
是
れ
一
巧
あ
り
。
」
つ
ま
り
、
点
を

打
つ
、
筆
を
曳
く
、
祈
る
よ
う
に
描
く
、
払
う
よ
う
に
描
く
、
と
い
っ
た
一
点

一
画
に
そ
れ
ぞ
れ
別
の
意
味
が
あ
る
線
描
で
あ
る
。
呉
道
玄
は
古
今
独
歩
で
、

前
代
の
顧
憔
之
・
陸
探
微
も
問
題
に
な
ら
な
い
し
、
後
世
そ
れ
に
つ
づ
く
も
の

は
い
な
い
。
筆
法
を
書
顛
と
い
わ
れ
る
張
旭
か
ら
授
っ
て
い
る
か
ら
、
呉
道
玄

「
衆
は
皆
、
防
際
に
密
な
る
も
、
我
ほ
則
ち
其

行
を
隔
て
る
も
断
え
ず
。
」
た
だ
王
献
之
だ
け
が
そ
の
深
い
意

「
其
後
、

は
、
緊
勁
連
綿
と
し
て
、
循
環
し
超
忽
し
、
調
格
逸
易
に
し
て
、
風
は
趨
り
雷

が
、
む
し
ろ
相
い
補
う
関
係
に
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。



の
点
画
を
寓
披
す
。
」

象
似
に
謹
な
る
も
、

実
物
に
似
せ
よ
う
と
努
力
す
る
が
、
呉
道
玄
は
平
凡
な
写
実
的
描
写
を
超
え
て

そ
れ
以
上
の
も
の
を
表
現
す
る
。

仮
ら
ず
。
」
曲
っ
た
弓
や
真
直
な
剣
、
建
物
の
柱
や
梁
を
描
く
と
き
も
、

や
コ
ン
パ
ス
を
用
い
な
い
。
「
軋
顕
雲
磨
は
数
尺
飛
動
し
、
毛
根
は
肉
よ
り
出

で
、
力
健
に
し
て
余
り
有
り
。
」
人
物
画
の
ひ
げ
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
た
な
び

に
存
し
、

き
、
毛
根
の
あ
る
筋
肉
は
隆
隆
と
し
て
力
が
溢
れ
て
い
る
。

「
衆
は
皆
、

「
彎
孤
挺
刃
、
植
柱
構
梁
は
、
界
筆
直
尺
を

定
規

「
当
に
口
伝
有
る

べ
し
。
人
知
る
を
得
る
こ
と
な
し
。
」
こ
の
よ
う
な
表
現
方
法
に
は
秘
訣
が
あ

る
筈
だ
が
、
誰
も
知
る
人
が
な
い
。
「
数
切
之
画
、
或
は
臀
よ
り
起
し
、
或
は

足
よ
り
先
に
す
。
巨
壮
詭
怪
に
し
て
、
膚
脈
連
結
し
、
僧
縣
に
過
ぐ
。
」
巨
大

な
人
物
画
は
、
臀
か
ら
描
き
は
じ
め
る
か
と
思
う
と
、
足
先
か
ら
は
じ
め
る
こ

と
も
あ
る
。
人
物
画
は
壮
大
で
不
思
議
な
迫
力
が
あ
り
、
皮
膚
と
血
管
が
か
ら

み
あ
っ
て
、
張
僧
縣
の
描
く
人
物
画
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現

が
で
き
る
の
は
、
呉
道
玄
が
「
其
の
神
を
守
り
、
其
の
一
を
専
ら
に
し
、
造
化

の
功
に
合
し
、
呉
生
の
筆
を
仮
る
。
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
張
彦
遠
は
荘

子
の
超
絶
技
巧
の
説
を
籍
り
て
呉
道
玄
を
讃
え
て
い
る
。
こ
れ
が
「
意
は
筆
先

書
き
尽
し
て
意
在
り
。
」
画
家
の
意
す
な
わ
ち
心
が
筆
の
先
に
宿
っ

て
、
画
き
終
え
る
と
心
が
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
又
、
張

彦
遠
の
気
韻
生
動
は
立
意
で
あ
る
、
画
家
の
表
現
意
志
の
発
動
で
あ
る
と
す
る

考
え
方
に
対
応
す
る
。
形
似
に
こ
だ
わ
る
の
は
外
物
に
役
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ

我
は
則
ち
其
の
凡
俗
を
脱
落
す
。
」

一
般
の
画
家
は
形
を

呉
道
玄
は
点
や
線
が
互
い
に
離
れ
た
大
ま
か
な
描
き
方
を
す
る
。

一
般
の
画
家
は
、

眼
を
近
づ
け
て
こ
ま
か
く
描
く
が
、

る
。
定
規
や
コ
ン
パ
ス
に
頼
っ
た
も
の
は
死
画
で
あ
る
。

ア
ラ
ワ

其
の
生
気
を
見
す
。
」
真
の
絵
画
で
は
一
本
の
線
に
も
生
命
感
が
宿
っ
て
い
る
。

顧
憔
之
や
陸
探
微
は
筆
述
が
周
密
で
あ
る
、
描
写
が
綿
密
で
あ
る
。
そ
こ
に
見

ど
こ
ろ
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
張
僧
縣
や
呉
道
玄
の
す
ば
ら
し
さ
は
、
筆
が
纏

か
に
―
二
に
し
て
、
像
は
已
に
応
ず
。
一
度
か
二
度
筆
を
加
え
た
だ
け
で
、
像

張
僧
縣
や
呉
道
玄
は
、
「
筆
周
か
ら
ず
と
雖
も
、

り
。
」
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

画
に
は
疎
と
密
と
二
つ
の
ス
タ
イ
ル
が
あ
る
こ

と
に
な
る
。
こ
こ
ま
で
来
れ
ば
、
張
彦
遠
が
破
墨
・
澄
墨
•
水
墨
を
評
価
す
る

に
至
る
に
あ
と
一
歩
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
張
彦
遠
が
嫌
っ
た
の
は
、
こ

れ
ら
新
技
法
に
み
ら
れ
る
ケ
レ
ン
味
で
あ
り
、

「
そ
れ
運
思
揮
奄
し
て
、
自
ら

破
墨
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
張
躁
と
王
維
は
、
王
維
の
弟
王
絹
を
通
じ
て
恐
ら

く
知
己
で
あ
り
、
澄
墨
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
王
墨
あ
る
い
は
王
黙
も
、
若
い
頃

鄭
虔
に
筆
法
を
学
ん
だ
が
、
鄭
虔
は
王
維
・
張
燥
・
杜
甫
ら
と
親
し
か
っ
た
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
人
達
の
活
躍
期
は
呉
道
玄
の
時
代
に
直
接
し
て
い
る
。
張
彦

遠
は
こ
れ
ら
破
墨
家
・
澄
墨
家
を
も
憧
憬
の
念
を
も
っ
て
見
て
い
た
よ
う
な
気

が
す
る
。

ず
掲
げ
て
み
よ
う
。

「
歴
代
名
画
記
」
の
最
後
の
箇
所
で
あ
る
巻
十
の
王
黙
の
項
を
重
複
を
厭
わ

「
王
黙
、
項
容
を
師
と
す
。
風
顛
酒
狂
に
し
て
、
松
石
山

水
を
画
く
。
高
奇
に
乏
し
と
雖
も
、
流
俗
ま
た
好
む
。
酔
い
て
後
、
頭
誓
を
以

っ
て
墨
を
取
り
、
絹
に
抵
て
て
画
く
。
王
黙
、
早
年
、
筆
法
を
台
州
の
鄭
広
文

虔
に
授
か
る
。
貞
元
（
7
8
5
|
 80
4
)

末
、
潤
州
に
お
い
て
殆
す
。
柩
を
挙
ぐ
れ

以
て
画
と
為
さ
ば
、
則
ち
愈
よ
画
を
失
う
。
」
の
で
あ
る
。

が
完
成
す
る
。

意
周
き
な

七
0

「
真
の
画
の
一
劃
は
、



で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
張
彦
遠
は
「
歴
代
名
画
記
」
巻
一
の

法
」
に
お
い
て
、
劉
宋
の
画
家
顧
駿
之
が
、
常
に
高
楼
を
建
て
て
ア
ト
リ
エ
と

し
、
制
作
時
に
は
楼
に
登
っ
て
梯
を
と
り
去
っ
て
、
家
人
を
近
づ
け
な
か
っ
た

こ
と
と
、
時
景
融
朗
な
ら
ば
制
作
に
か
か
り
、
天
地
陰
惨
な
ら
ば
筆
を
操
ら
な

か
っ
た
こ
と
を
記
し
た
後
に
、
現
代
の
画
家
は
筆
墨
を
塵
埃
に
混
じ
、
丹
青
を

泥
滓
に
和
し
て
、
徒
ら
に
絹
素
を
汚
す
ば
か
り
で
、
絵
画
と
は
い
え
な
い
と
言

っ
て
い
る
。
時
景
融
朗
は
中
世
的
風
景
、
即
ち
春
の
暖
か
く
明
か
る
い
光
、
ま

た
は
そ
の
よ
う
な
光
に
照
ら
さ
れ
た
も
の
あ
る
い
は
場
所
で
あ
り
、
天
地
陰
惨

絵
画
史
に
お
け
る
中
国
と
日
本
け

「
論
画
六

ぱ
空
な
る
が
如
し
。
時
人
皆
化
し
て
去
れ
り
と
云
う
。
乎
生
大
い
に
奇
事
あ
り
。

顧
著
作
（
況
）
新
亭
監
を
知
す
る
時
、
黙
請
い
て
海
中
都
巡
と
為
る
。
其
の
意

を
問
え
ば
、
海
中
の
山
水
を
見
ん
こ
と
を
要
す
る
の
み
と
云
う
。
職
を
為
す
こ

と
半
年
、
解
か
れ
て
去
る
。
爾
後
、
落
筆
ほ
奇
趣
あ
り
。
顧
生
は
す
な
わ
ち
其

の
弟
子
た
る
の
み
。
彦
遠
の
従
兄
、
監
察
御
史
厚
、
余
と
と
も
に
具
さ
に
此
事

を
い
う
。
然
れ
ど
も
、
余
ほ
甚
だ
し
く
は
黙
の
画
に
奇
の
有
る
こ
と
を
覚
え

ず
。
」
澄
墨
山
水
は
上
品
で
は
な
い
が
一
般
大
衆
に
好
ま
れ
た
と
い
う
。
澄
墨

と
か
破
墨
と
い
う
命
名
自
体
、
好
奇
の
眼
で
見
ら
れ
た
感
を
与
え
る
。
そ
し
て

実
際
、
澄
墨
・
破
墨
の
制
作
に
あ
た
っ
て
は
見
物
人
を
集
め
、
派
手
な
ア
ク
シ

ョ
ン
を
伴
う
制
作
過
程
そ
の
も
の
を
見
せ
る
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ

う
す
る
と
こ
う
い
っ
た
山
水
樹
石
画
に
お
け
る
画
家
の
性
と
境
の
一
致
は
、
没

落
貴
族
の
孤
独
な
心
情
に
対
応
す
る
風
景
と
は
、
か
な
り
異
な
っ
た
も
の
の
よ

う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
没
落
貴
族
に
お
け
る
風
景
す
な
わ
ち
詩
景
の
発
見
も
、

単
に
退
嬰
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
激
し
い
魂
の
燃
焼
を
伴
っ
た
も
の

七

ほ
、
中
唐
・
晩
唐
の
風
景
、
秋
冬
の
冷
た
＜
暗
い
風
景
で
あ
り
、
新
し
い
山
水

樹
石
画
は
多
く
風
雨
の
荒
れ
狂
う
中
の
風
景
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
山
水
樹

石
画
は
、
破
墨
・
澄
墨
と
い
っ
た
線
す
な
わ
ち
用
筆
よ
り
も
用
墨
を
主
と
す
る

技
法
で
描
か
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
新
し
い
山
水
樹
石
画
家
の
中
で
も
、
王
黙
は

特
に
人
々
の
耳
目
を
釜
た
し
め
る
よ
う
な
画
家
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
王
黙

の
数
々
の
逸
話
に
つ
い
て
張
彦
遠
は
従
兄
の
張
厚
と
語
り
合
っ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
感
想
を
述
べ
て
王
黙
の
画
は
そ
れ
ほ
ど
変
っ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
と
い

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
立
派
な
も
の
で
は
な
い
、
俗
っ
ぽ
い
も
の
だ
と
い
う
意
も

あ
る
が
、
こ
の
言
葉
が
「
歴
代
名
画
記
」
の
最
後
で
発
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、

そ
こ
に
張
彦
遠
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
感
情
が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思

謝
赫
の
画
の
六
法
は
、
品
等
の
た
め
の
基
準
と
な
る
べ
き
絵
画
の
要
素
も
し

く
は
原
理
を
挙
げ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
第
一
の
気
韻
生
動
を
、
張
彦
遠
は
立

意
と
い
う
主
観
的
な
性
質
の
も
の
と
考
え
た
た
め
、

「
歴
代
名
画
記
」
で
は
理

想
的
な
作
品
を
想
定
し
て
、
そ
れ
を
甚
準
と
す
る
品
等
、
ラ
ン
ク
づ
け
は
明
確

に
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
巻
二
の
「
論
画
体
工
用
揚
写
」
に
「
夫
れ
自
然
を
失

い
て
而
る
後
に
神
、
神
を
失
い
て
而
る
後
に
妙
、
妙
を
失
い
て
而
る
後
に
精
な

り
。
精
の
病
た
る
や
、
謹
細
と
成
る
。
」
と
あ
り
、
自
然
・
神
・
妙
・
精
・
謹

細
の
五
段
階
を
あ
げ
、
自
然
は
上
品
の
上
、
神
は
上
品
の
中
、
妙
は
上
品
の
下
、

精
は
中
品
の
上
、
謹
細
は
中
品
之
中
と
し
、
伝
統
的
な
九
品
の
ラ
ン
ク
づ
け
に

う゚

仕



対
応
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
五
段
階
の
ラ
ン
ク
づ
け
を
し
て
、
画
の
六
法

を
包
む
、
即
ち
画
の
六
法
を
基
準
に
し
て
作
品
を
検
討
す
る
と
い
っ
て
い
る
が
、

張
彦
遠
に
あ
っ
て
ほ
、
画
の
六
法
の
中
で
立
意
す
な
わ
ち
画
家
の
表
現
意
志
の

発
動
を
意
味
す
る
気
韻
生
動
が
す
べ
て
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
く
、
気
韻
生
動
を

そ
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
、
そ
れ
は
主
観
的
な
性
格
を
も
ち
、
客
観
的
な
品
等

の
基
準
に
は
な
り
に
く
い
。
し
か
も
、
品
等
の
最
高
位
が
「
自
然
」
で
あ
る
と

い
う
の
も
、
張
彦
遠
に
お
け
る
品
等
が
、
具
体
的
・
客
観
的
な
規
準
に
よ
っ
て

判
定
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
余
は
今
、
此
の
五
等
を
立

て
、
以
て
六
法
を
包
み
、
以
て
衆
妙
を
貫
く
。
其
間
を
詮
量
す
れ
ば
、
数
百
等

あ
る
べ
し
。
執
か
よ
く
周
＜
尽
さ
ん
。
」
品
等
と
は
こ
ま
か
く
品
定
め
を
す
れ

ば
数
百
等
に
及
ぶ
の
で
あ
っ
て
、
誰
も
す
べ
て
を
品
等
し
尽
す
こ
と
は
出
来
な

い
と
い
っ
て
、
張
彦
遠
は
事
実
上
、
作
品
の
品
等
を
否
定
し
て
い
る
と
い
っ
て

よ
い
。
こ
れ
は
む
し
ろ
、
近
世
の
個
性
を
重
視
す
る
見
方
で
あ
る
。

同
じ
「
論
画
体
工
用
揚
写
」
の
冒
頭
に
、
万
物
は
自
然
に
そ
れ
ぞ
れ
の
色
合

い
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
、
「
墨
を
運
ら
せ
ば
、
五
色
具
わ
り
、
こ
れ
を
意
を

ワ
カ

得
る
と
い
う
。
意
五
色
に
在
ら
ば
、
則
ち
物
象
は
乖
る
。
」
墨
で
描
け
ば
、
そ

の
間
に
自
然
に
色
彩
が
あ
ら
わ
れ
、
こ
れ
が
心
に
悟
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

色
彩
に
こ
だ
わ
る
と
描
か
れ
た
物
の
姿
ほ
ば
ら
ば
ら
に
な
る
。
こ
れ
は
固
有
色

の
否
定
で
あ
り
、
色
は
墨
の
濃
淡
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
よ
う
な
墨

の
濃
淡
の
調
子
で
描
く
こ
と
が
、
作
品
の
ま
と
ま
り
を
作
り
出
す
の
で
あ
る
。

西
欧
に
お
い
て
油
彩
画
の
技
法
が
色
と
形
を
、
光
と
ク
ッ
チ
に
置
き
換
え
て
新

し
い
風
景
画
を
生
み
出
し
た
こ
と
と
共
通
す
る
。
張
彦
遠
は
作
品
の
完
成
・
未

灼

完
成
の
問
題
に
も
触
れ
て
、
「
物
を
描
く
に
は
、
特
に
形
貌
・
采
章
の
歴
歴
と

し
て
具
足
し
、
甚
だ
謹
に
し
て
甚
だ
細
、
而
し
て
外
に
巧
密
を
露
わ
す
こ
と
を

忌
む
。
」
絵
画
に
お
い
て
は
形
と
色
が
は
っ
き
り
と
描
か
れ
、
描
写
が
こ
ま
か

「
了
ら
ざ
る
を
患
え
ず
、

了
る
を
息
う
る
所
以
な
り
。
」
だ
か
ら
作
品
が
未
完
成
で
あ
る
と
い
う
の
ほ
、

何
も
苦
に
す
る
必
要
が
な
く
、
む
し
ろ
き
ち
ん
と
出
来
上
っ
た
こ
と
を
苦
に
す

べ
き
で
あ
る
。
「
既
に
其
の
了
れ
る
を
知
ら
ば
、
亦
た
何
ぞ
必
ら
ず
し
も
了
ら

ん
。
此
れ
了
ら
ざ
る
に
非
ざ
る
な
り
。
若
し
そ
の
了
る
を
識
ら
ざ
れ
ば
、
是
れ

真
に
了
ら
ざ
る
な
り
。
」
作
品
の
完
成
と
い
う
の
は
、
自
分
の
気
持
が
満
た
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
作
品
を
仕
上
げ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
自

分
の
気
持
が
充
足
し
て
い
な
い
な
ら
、
そ
れ
こ
そ
本
当
に
未
完
成
な
の
で
あ

る
。
制
作
活
動
を
つ
な
ぎ
、
作
品
を
つ
な
ぐ
の
は
画
家
の
心
で
あ
る
。
こ
の
心

の
糸
を
個
々
の
完
成
よ
り
も
重
視
す
る
点
も
近
世
的
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
水
墨

画
に
お
け
る
未
完
成
の
問
題
、
制
作
過
程
重
視
の
問
題
が
、
こ
こ
で
は
は
っ
き

り
と
意
識
さ
れ
て
い
る
。

「
歴
代
名
画
記
」
か
ら
約
半
世
紀
後
に
成
立
し
た
荊
浩
の
「
筆
法
記
」
は
、

現
存
す
る
最
古
の
水
墨
樹
石
画
論
で
あ
り
、
張
彦
遠
が
内
心
で
は
最
も
深
い
関

心
を
寄
せ
て
い
た
新
し
い
山
水
梅
石
画
と
い
う
主
題
と
、
い
わ
ゆ
る
水
墨
画
の

技
法
に
つ
い
て
、
真
正
面
か
ら
本
格
的
に
と
り
あ
げ
た
著
作
で
あ
る
。
荊
浩
は

太
行
山
の
山
中
で
見
知
ら
ぬ
老
翁
か
ら
画
法
を
伝
授
さ
れ
る
と
い
う
設
定
で
論

で
技
巧
が
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
る
の
は
い
け
な
い
。 七



述
す
る
が
、
「
筆
法
記
」
の
冒
頭
の
山
中
の
情
景
描
写
は
、
宛
然
一
幅
の
山
水

樹
石
画
で
あ
る
。
「
太
行
山
に
洪
谷
あ
り
。
其
の
間
の
数
畝
の
田
、
吾
れ
常
に

耕
し
て
之
に
食
す
。
有
日
、
神
証
山
に
登
り
て
四
望
し
、
述
を
廻
り
て
大
巌
扉

を
入
る
。
苔
径
に
露
水
あ
り
。
怪
石
に
祥
煙
あ
り
。
疾
＜
其
の
処
に
進
め
ぱ
、

み
な
古
松
な
り
。
中
に
も
囲
の
独
り
大
な
る
も
の
は
、
皮
老
い
て
蒼
蘇
あ
り
、

＾
パ
ク

鱗
を
翔
き
て
空
に
乗
り
、
婚
軋
の
勢
ほ
雲
漢
に
附
か
ん
と
欲
す
。
林
を
成
す
も

の
は
、
爽
気
重
栄
し
、
能
わ
ざ
る
も
の
は
、
節
を
抱
き
て
自
ら
屈
し
、
或
い
は

根
を
廻
し
て
土
よ
り
出
だ
し
、
或
は
巨
流
を
偏
裁
し
て
、
岸
に
掛
り
て
渓
に
盤

し
、
苔
を
披
い
て
石
を
裂
く
。
因
り
て
其
の
異
な
る
に
驚
き
、
遍
く
し
て
之
を

賞
す
。
明
日
、
筆
を
摘
り
て
復
た
就
き
て
之
を
写
す
こ
と
、
凡
そ
数
万
本
、
方

に
其
の
真
な
る
が
如
し
。
」
荊
浩
は
み
ず
か
ら
太
行
山
中
の
神
証
山
に
赴
い
て

松
石
図
を
描
い
た
。
そ
の
構
成
は
、
空
高
く
登
え
る
巨
大
な
古
松
を
中
心
に
、

爽
や
か
な
空
気
に
つ
つ
ま
れ
た
松
林
と
、
硲
流
に
そ
つ
て
一
本
一
本
屈
曲
し
、

根
を
張
る
松
樹
を
配
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
図
は
、
張
彦
遠
が
記
述
し
て

い
る
徐
表
仁
の
描
い
た
呉
興
郡
の
官
庁
の
壁
画
の
樹
石
図
と
同
じ
構
成
で
あ
る
。

+
キ
ブ
”

「
向
の
両
つ
の
壁
は
、
蓋
し
（
徐
表
仁
の
）
得
意
の
深
奇
の
作
で
あ
り
、
そ
の

嵐
籟
を
潜
蓄
し
、
洞
泉
を
遮
蔵
し
、
絞
根
は
鱗
を
束
ね
、
危
幹
は
碧
を
凌
ぎ
、

重
質
の
地
に
委
ね
ら
る
る
を
観
れ
ば
、
青
鵬
ほ
堂
に
満
つ
。
」
斜
め
に
高
く
釜

え
る
古
樹
、
山
を
穿
っ
て
流
れ
る
急
流
、
大
地
に
根
を
お
ろ
す
岩
、
そ
れ
ら
を

風
が
吹
き
抜
け
て
い
く
情
景
、
こ
れ
は
江
南
で
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

荊
浩
が
華
北
の
太
行
山
で
描
い
た
と
す
る
も
の
と
よ
く
似
て
い
る
。

荊
浩
ほ
松
石
図
を
描
い
た
翌
年
の
春
、
同
じ
山
中
で
一
老
畏
に
遭
遇
し
、
ゆ

絵
画
史
に
お
け
る
中
国
と
日
本
け

七

く
り
な
く
も
画
法
を
伝
授
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
最
後
に
自
分
の
描
い

た
松
石
図
を
老
翁
に
示
し
て
批
評
を
仰
ぎ
、
い
ち
い
ち
欠
点
を
指
摘
さ
れ
、
改

め
て
老
翁
の
面
前
で
何
幅
か
の
松
石
図
を
描
い
て
、
遂
に
免
許
皆
伝
を
得
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
構
成
を
と
っ
て
画
法
を
論
じ
る
「
筆
法
記
」
で
あ
る
が
、

以
前
に
描
い
た
松
石
図
を
廃
し
て
、
教
授
さ
れ
た
画
法
に
則
っ
て
新
た
に
松
石

図
を
描
い
た
と
い
う
の
は
、
一
体
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
前
に
描

い
た
松
石
図
は
異
松
図
だ
と
い
っ
て
斥
け
ら
れ
、
新
た
に
描
く
松
石
図
で
は
松

の
気
韻
を
描
く
の
だ
と
い
っ
て
い
る
。
異
松
図
と
は
、
殊
更
に
松
の
奇
怪
な
形

態
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
奇
怪
な
形
態
を
描
く
技

法
も
ま
た
、
常
軌
を
逸
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
常
軌
を
逸
し
た
技
法
と
は
、

新
し
く
興
っ
た
破
墨
・
澄
墨
•
水
墨
等
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
初
期
の
い

わ
ゆ
る
水
墨
画
は
、
そ
の
画
家
の
一
人
で
あ
る
王
黙
が
、
張
彦
遠
に
風
顕
酒
狂

だ
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
技
法
も
表
現
も
奇
矯
な
も
の
で
あ
っ
た
。

伝
統
的
な
画
法
か
ら
は
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
新
奇
な
い
わ

ゆ
る
水
墨
画
も
出
現
以
後
、
一
世
紀
以
上
も
経
っ
た
荊
浩
の
頃
に
な
る
と
、
定

着
し
安
定
し
、
普
及
し
て
行
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
と
共
に
、
新
し
い

絵
画
の
精
神
・
思
想
や
技
法
・
表
現
に
つ
い
て
、
体
系
的
に
整
理
す
る
必
要
が

生
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
例
が
荊
浩
の
「
筆
法
記
」
で
あ
る
。
そ
の
新
し
い

松
石
図
は
、
実
は
松
樹
と
柏
樹
を
組
合
せ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
て
は
樹
木
と

い
え
ば
柳
や
桐
が
多
か
っ
た
の
に
、
以
後
は
松
・
柏
が
主
流
を
占
め
る
よ
う
に

な
る
。
「
筆
法
記
」
が
松
に
つ
い
て
は
松
の
気
韻
、
柏
に
つ
い
て
は
柏
の
気
韻

が
あ
る
と
い
う
の
は
、
か
つ
て
は
主
と
し
て
人
物
画
に
つ
い
て
い
わ
れ
た
気
韻



ヌ
の
、
ゴ
ッ
ホ
に
は
ゴ
ッ
ホ
の
タ
ッ
チ
が
あ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
筆
法

異
松
図
か
ら
松
の
気
韻
の
表
現
へ
と
変
化
し
た
背
景
と
な
る
絵
画
思
想
の
変

化
を
「
筆
法
記
」
に
よ
っ
て
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、
画
の
六

法
す
な
わ
ち
気
韻
生
動
・
骨
法
用
筆
・
応
物
象
形
・
随
類
賦
彩
・
経
営
位
置
・

伝
移
模
写
に
対
し
て
、
画
の
六
要
す
な
わ
ち
気
・
韻
・
思
・
景
・
筆
・
墨
が
提

唱
さ
れ
た
。
気
韻
生
動
は
気
と
韻
に
分
け
ら
れ
、
表
現
す
る
側
と
表
現
さ
れ
た

も
の
に
配
当
さ
れ
た
。
単
に
出
来
上
っ
た
作
品
の
様
態
を
観
察
す
る
だ
け
で
な

く
、
表
現
主
体
の
あ
り
方
を
重
視
す
る
の
で
あ
る
。
思
と
景
は
そ
れ
ぞ
れ
応
物

象
形
と
経
営
位
置
に
あ
た
る
と
し
て
、
筆
と
墨
は
、
骨
法
用
筆
と
随
類
賦
彩
に

代
る
も
の
で
あ
り
、
中
世
的
な
一
義
的
に
決
定
さ
れ
る
輪
郭
線
と
固
有
色
の
否

定
で
あ
る
。
筆
は
線
描
、
墨
は
墨
面
で
あ
る
が
、
筆
と
墨
の
両
者
は
個
別
的
に

存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
両
者
は
ペ
ア
と
し
て
意
味
を
も
ち
、

現
の
両
極
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
根
底
に
は
、
形
と
色
は
相
対
的
な
も
の

で
あ
っ
て
、
絵
画
は
物
を
描
く
の
で
は
な
く
表
現
活
動
に
よ
っ
て
―
つ
の
世
界

を
―
つ
の
風
景
を
形
成
す
る
と
い
う
新
し
い
考
え
方
が
あ
る
。
新
し
い
表
現
活

動
は
、
筆
と
墨
の
間
、
す
な
わ
ち
タ
ッ
チ
に
お
い
て
成
立
す
る
。
タ
ッ
チ
の
世

界
は
以
後
、
跛
と
か
擦
と
か
さ
ま
ざ
ま
に
名
づ
け
ら
れ
、
分
類
さ
れ
、
遂
に
は

画
家
の
個
性
の
よ
り
所
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
絵
画
表

い
わ
ば
七
ザ
ン
ヌ
に
は
セ
ザ
ン

記
」
も
張
彦
遠
と
同
じ
く
張
燥
を
重
要
視
す
る
。
張
彦
遠
は
い
わ
ば
通
奏
低
音

が
生
ま
れ
る
源
な
の
で
あ
る
。

な
汎
精
神
的
な
見
方
で
あ
り
、
や
が
て
松
竹
梅
蘭
な
ど
を
画
題
と
す
る
文
人
画

生
動
が
自
然
物
に
ま
で
広
く
敷
行
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
近
世
的

と
し
て
張
躁
を
重
視
す
る
が
、
荊
浩
で
は
張
躁
は
張
彦
遠
に
お
け
る
呉
道
玄
の

地
位
を
占
め
る
。
即
ち
絵
画
史
の
基
準
な
の
で
あ
る
。
「
夫
れ
、
随
類
賦
彩
は
、

古
よ
り
能
く
す
る
有
り
。
水
量
墨
章
の
如
き
は
、
我
が
唐
代
に
興
る
。
故
に
、

張
躁
員
外
、
樹
石
は
気
・
韻
倶
に
盛
ん
に
し
て
、
筆
墨
積
微
に
し
て
、
真
思
卓

然
た
り
。
五
彩
を
貴
ば
ず
。
瞭
古
絶
今
に
し
て
、
未
だ
こ
れ
有
ら
ざ
る
な
り
。
」

気
韻
生
動
は
気
と
韻
に
分
か
れ
、
筆
墨
積
微
は
筆
墨
間
の
微
分
積
分
す
な
わ

ち
タ
ッ
チ
の
世
界
で
あ
り
、
そ
し
て
形
似
の
代
り
に
真
思
を
い
う
の
で
あ
る
。

（
水
墨
と
い
う
語
は
「
歴
代
名
画
記
」
に
も
「
唐
朝
名
画
録
」
に
も
見
え
な
い
。

た
だ
「
全
唐
詩
」
に
収
め
る
画
家
劉
商
の
詩
中
に
み
え
る
。
）

（
テ
キ
ス
ト
は
「
歴
代
名
画
記
」
は
、
谷
口
鉄
雄
編
「
校
本
歴
代
名
画
記
」

（
昭
和
五
六
年
、
中
央
公
論
美
術
出
版
）
と
長
広
敏
雄
訳
注
「
歴
代
名
画
記
」

1
.
2
（
昭
和
五
二
年
、
平
凡
社
）
に
よ
っ
た
。
他
は
王
氏
画
苑
本
、
王
氏
書

苑
本
、
美
術
叢
書
本
を
用
い
た
。
）

七
四

（
未
完
）


