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語文115（2020・12　大阪大学国語国文学会）

渡
唐
の
心
情
は
詠
ま
れ
た
の
か

―
寛
平
の
遣
唐
使
と
漢
詩
文

―

滝　
　

川　
　

幸　
　

司

は
じ
め
に
─
問
題
の
所
在
─

寛
平
六
年
九
月
十
四
日
、
遣
唐
大
使
菅
原
道
真
は
、
遣
唐
使
派
遣
の
再
検

討
を
要
請
し
た
（「
請
レ
令
三
諸
公
卿
議
二
定
遣
唐
使
進
止
一
状
」
菅
家
文
草
巻

九
。
以
下
「
状
」
と
略
記
）。

そ
れ
以
前
の
七
月
二
十
二
日
、
道
真
は
、
宇
多
天
皇
の
勅
を
承
け
て
、
在

唐
僧
、
中
瓘
に
対
す
る
太
政
官
牒
を
執
筆
し
て
い
る
（「
奉
レ
勅
為
二
太
政
官

一
報
二
在
唐
僧
中
瓘
一
牒
」
同
前
巻
十
。
以
下
「
太
政
官
牒
」
と
略
記
）。
太
政

官
の
立
場
で
の
文
章
と
は
い
え
、
そ
の
中
に
は
、
遣
唐
使
派
遣
の
積
極
性
が

示
さ
れ
て
い
た）

1
（

。
道
真
は
、
宇
多
の
遣
唐
使
派
遣
の
意
思
を
熟
知
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、太
政
官
牒
執
筆
の
ひ
と
月
後
、八
月
二
十
一
日
に
、道

真
は
遣
唐
大
使
を
拝
命
し
た
（
日
本
紀
略
他
）。

に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
三
週
間
後
に
道
真
は
遣
唐
使
派
遣
の
再
検
討
を
要

請
し
た
の
で
あ
る
。
道
真
は
な
に
ゆ
え
大
使
就
任
か
ら
わ
ず
か
に
し
て
こ
の

よ
う
な
行
動
に
出
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
、
道
真
の

漢
詩
か
ら
そ
の
心
情
を
探
る
先
行
研
究
が
あ
る
。
そ
れ
は
副
使
に
任
命
さ
れ

た
紀
長
谷
雄
に
も
波
及
す
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
見
解
を
検
討
し
、
漢
詩
文
を
読
解
す
る
方
法
・
手
順
に

つ
い
て
改
め
て
考
え
た
い
。
漢
詩
文
は
一
字
一
字
に
着
目
す
る
の
は
も
ち
ろ

ん
だ
が
、
出
典
、
用
例
を
踏
ま
え
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
題
が
あ
れ
ば

題
に
拘
束
さ
れ
る
し
、
対
句
関
係
が
あ
れ
ば
、
解
釈
の
揺
れ
も
狭
め
ら
れ
る
。

そ
う
し
た
点
に
注
意
し
な
が
ら
読
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

2
（

。

一
、
重
陽
宴
で
の
作
─
道
真
、
長
谷
雄
は
渡
唐
の
心
情
を
詠
む
か
─

道
真
が
再
検
討
を
要
請
す
る
五
日
前
の
寛
平
六
年
九
月
九
日
、
重
陽
宴
が

開
か
れ
た（
日
本
紀
略
）。
道
真
の
詩
が
残
り
、
他
に
紀
長
谷
雄
、
三
統
理
平
、

高
丘
五
常
の
詩
の
頸
聯
、
頷
聯
が『
類
従
句
題
抄
』に
摘
句
さ
れ
て
い
る
。
道

真
詩
も
頸
聯
、
頷
聯
が
摘
句
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
道
真
、
長
谷
雄
の
作
を

取
り
上
げ
て
、遣
唐
使
と
関
連
づ
け
て
論
じ
た
の
が
、鈴
木
靖
民
で
あ
る）

（
（

。
鈴

木
が
取
り
上
げ
た
、
道
真
、
長
谷
雄
の
詩
を
上
げ
て
お
こ
う
。
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重
陽
節 

侍
宴 

同
賦
天
浄
識
賓
鴻 

応
製

　
　
　

 
重
陽
節 

宴
に
侍
り 

同と
も

に
「
天
浄き

よ
く
し
て
賓
鴻
を
識し

る
」
と
い

ふ
こ
と
を
賦
す 

製
に
応
ず

秋
風
払
拭
易
排
虚　

秋
風
払
拭
し
て　

虚そ
ら

を
排ひ

ら
き
易
し

道
路
依
晴
稚
羽
初　

道
路
晴
る
る
に
依
る　

稚
羽
の
初

碧
玉
装
箏
斜
立
柱　

碧
玉
の
装
へ
る
箏　

斜
め
に
立
て
る
柱

青
苔
色
紙
数
行
書　

青
苔
の
色
の
紙　

数
行
の
書

時
霜
唯
痛
頻
寒
着　

時
霜　

唯た
だ

頻
り
に
寒
着
す
る
を
痛
む

沙
漠
不
知
幾
里
餘　

沙
漠　

幾
里
餘
な
る
か
を
知
ら
ず

賓
雁
莫
教
人
意
動　

賓
雁　

人
意
を
し
て
動
か
し
む
る
こ
と
莫
か
れ

向
前
旅
思
欲
何
如　

向
前
の
旅
思　

何
如
せ
む
と
す

 
（
菅
家
文
草
巻
五
）

　

 

（
天
浄
識
賓
鴻
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紀
納
言

銀
漢
浪
晴
橋
不
断　

銀
漢
浪
晴
れ
て　

橋
断
え
ず

紫
微
雲
破
陣
初
横　

紫
微
雲
破
れ
て　

陣
初
め
て
横
た
ふ

尋
声
得
識
多
賓
客　

声
を
尋
ね
て
は　

賓
客
多
き
こ
と
を
識
る
を
得

逐
影
相
看
幾
弟
兄　

影
を
逐
ひ
て
は　

幾
ば
く
の
弟
兄
を
相
看
む

 

（
類
聚
句
題
抄
・
333
）

鈴
木
は
ま
ず
詩
題
の
「
天
浄
識
賓
鴻
」
に
つ
い
て
、「
こ
の
詩
題
に
い
う

「
賓
鴻
」は
毎
年
秋
に
渡
来
す
る
鴻
雁
の
類
を
指
す
が
、
そ
れ
に
は
唐
と
の
交

通
を
は
る
か
に
思
い
や
る
意
が
こ
も
っ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
」
と
述

べ
る
。
こ
れ
は
、
川
口
久
雄
校
注
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
・
一
九

六
六
年
）
の
道
真
当
該
詩
補
注
に
「
こ
の
詩
題
に
は
、
大
陸
と
の
交
通
を
は

る
か
に
思
い
や
る
意
が
こ
も
っ
て
い
る
」
と
い
う
見
解
に
基
づ
い
て
い
る
。

そ
し
て
道
真
詩
の
尾
聯
を
取
り
上
げ
、

「（
上
略
）
賓
雁
、
人
の
意
を
動
か
し
む
る
こ
と
莫
、
向
前
の
旅
の
思
ひ
、

何
如
せ
む
こ
と
を
か
欲
り
す
る
」
と
詠
じ
た
の
は
、
こ
れ
か
ら
先
の
入

唐
の
旅
を
思
う
時
、
微
妙
に
動
揺
す
る
か
れ
自
身
の
胸
中
を
吐
露
す
る

以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。

と
、「
入
唐
」
に
対
す
る
「
微
妙
」
な
「
動
揺
」
を
読
み
と
る
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
長
谷
雄
詩
の
後
聯
に
つ
い
て
、「「（
上
略
）
声
を
尋
ね
、
多
く
賓
客
を
識

る
を
得
む
、
影
を
逐
ひ
相
看
む
幾
兄マ

弟マ

」
と
あ
る
の
も
、
き
た
る
べ
き
入
唐

の
こ
と
を
の
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
推
測
し
た
上
で
、「
道
真
た
ち
を
は
じ

め
こ
の
時
宴
席
に
あ
っ
た
貴
族
た
ち
全
員
の
関
心
事
が
、
何
よ
り
も
対
唐
外

交
、
つ
ま
り
遣
唐
使
派
遣
に
集
中
し
て
い
た
こ
と
が
こ
れ
ら
の
詩
文
に
よ
り

推
測
さ
れ
う
る
と
思
う
」
と
い
う
。
そ
し
て
、
九
月
十
四
日
に
遣
唐
使
派
遣

再
検
討
を
要
請
し
た
事
情
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

使
に
任
じ
ら
れ
た
道
真
・
長
谷
雄
た
ち
が
、
当
初
よ
り
渡
唐
に
強
い
不

安
の
念
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
、
先
述
の
同
年
九
月
九
日
重
陽
の
宴
で

の
詩
に
よ
り
推
測
さ
れ
る
。
…
…
し
た
が
っ
て
、
道
真
た
ち
が
奏
状
に

航
海
の
危
険
、
唐
の
情
勢
を
の
べ
て
停
止
を
示
唆
し
た
の
は
、
い
つ
わ

ら
ざ
る
心
情
を
告
白
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る）

（
（

。

鈴
木
は
続
け
て
「
け
れ
ど
も
、
こ
の
一
般
的
事
実
が
た
だ
ち
に
道
真
た
ち

の
心
情
の
変
化
を
証
明
す
る
こ
と
と
は
な
り
え
な
い
」
と
い
い
、
九
月
二
十

七
日
東
宮
詩
宴
で
の
「
秋
尽
翫
菊
」
を
題
と
す
る
道
真
の
詩
と
詩
序
を
取
り
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上
げ
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

序
に
、
矛
盾
し
た
二
つ
の
気
持
が
私
の
心
に
集
中
し
て
く
る
の
は
刀
火

が
心
を
刺
し
た
り
灼
い
た
り
す
る
よ
う
だ
、
と
あ
る
の
は
、
直
接
に
は

秋
の
景
色
を
賦
す
こ
と
と
、
菊
花
を
詠
ず
る
こ
と
が
互
い
に
対
立
し
な

が
ら
主
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
す
に
違
い
な
い
。
詩
に
万
物
と
時

節
と
の
行
き
交
い
を
歌
う
の
も
み
ご
と
な
一
篇
の
詩
と
し
て
の
構
想
が

成
り
立
っ
て
い
る
。
だ
が
、
道
真
の
心
底
に
は
こ
の
尽
き
よ
う
と
す
る

秋
と
残
っ
て
い
る
菊
と
に
託
し
て
、
い
ま
だ
停
止
の
決
し
な
い
遣
唐
使

に
対
し
て
煩
悩
す
る
自
己
の
意
識
が
ま
っ
た
く
反
映
し
て
い
な
か
っ
た

と
は
い
い
き
れ
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
尽
き
よ
う
と
す
る
秋
は
使

と
し
て
渡
唐
す
る
こ
と
で
あ
り
、
残
っ
て
い
る
菊
は
渡
唐
せ
ず
に
京
に

留
ま
る
気
持
で
あ
る
。
あ
る
い
は
そ
の
逆
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と

も
か
く
こ
れ
を
単
な
る
道
真
の
暮
秋
へ
の
感
傷
の
詩
と
は
見
な
し
が
た

い
。
臆
測
な
が
ら
こ
の
詩
と
詩
序
に
、
道
真
が
遣
唐
使
停
止
を
思
い

立
っ
た
の
は
、
か
れ
自
身
の
側
に
複
雑
な
心
境
の
動
揺
・
変
化
が
あ
っ

た
の
だ
と
い
う
事
実
を
み
と
る
の
で
あ
る
。

遣
唐
大
使
に
任
命
さ
れ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
再
検
討
を
要
請
し
た
道
真
の

心
境
を
、
鈴
木
は
、
こ
れ
ら
九
月
九
日
及
び
二
十
七
日
の
作
品
か
ら
推
測
す

る
の
で
あ
る
。
こ
の
心
情
の
変
化
に
つ
い
て
鈴
木
は
、「
新
羅
の
賊
の
侵
攻
こ

そ
」
が
「
道
真
ら
の
変
節
」
を
引
き
起
こ
し
た
と
論
じ
る
。
つ
ま
り
、
新
羅

賊
の
侵
攻
に
よ
る
渡
唐
の
不
安
が
道
真
ら
の
作
品
に
現
れ
て
お
り
、
道
真
ら

の
「
変
節
」
を
引
き
起
こ
し
た
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
道
真
の
「
状
」
に
は
、
新
羅
賊
に
つ
い
て
は
何
も
記
さ
れ
て
お

ら
ず
、
道
真
が
再
検
討
を
要
請
し
た
理
由
に
新
羅
賊
の
侵
攻
を
求
め
る
の
は

疑
問
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
以
前
に
、
道
真
ら
が
不
安
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
、

そ
れ
が
こ
れ
ら
の
作
品
に
現
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

鈴
木
の
見
解
は
、
も
と
は
川
口
注
の
読
解
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
川

口
は
詩
題
に
つ
い
て
「
大
陸
と
の
交
通
を
は
る
か
に
思
い
や
る
意
が
こ
も
っ

て
い
る
」
と
述
べ
た
だ
け
で
は
な
く
、
第
七
句
に
つ
い
て
も
「
人
意
を
動
揺

せ
し
め
る
な
と
い
う
の
は
、
遣
唐
大
使
と
な
っ
て
、
渡
唐
す
る
こ
と
に
な
っ

て
動
揺
し
て
い
る
道
真
自
身
の
心
を
告
白
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
注
す

る
。
鈴
木
は
こ
の
川
口
の
解
釈
に
基
づ
い
て
道
真
の
渡
唐
へ
の
不
安
を
取
り

上
げ
、
長
谷
雄
詩
に
及
ぼ
し
た
と
い
え
る
で
あ
る
。

こ
の
鈴
木
の
見
解
は
、
増
村
宏）

5
（

も
、「
道
真
の
詩
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前

掲
の
川
口
氏
の
解
説
が
あ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
長
谷
雄
の
詩
に
つ
い
て
見
て

も
、
宴
席
の
関
心
事
が
遣
唐
使
に
集
っ
て
い
た
と
す
る
鈴
木
氏
の
推
察
は

誤
っ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
認
め
て
い
る
。

但
し
、
増
村
は
、
長
谷
雄
詩
に
つ
い
て
は
解
釈
を
異
に
し
て
い
る
。
増
村

は
、
長
谷
雄
詩
の
「
紫
微
」
に
つ
い
て
、『
晉
書
』
天
文
志
で
、「
紫
微
」
が

「
大
帝
之
坐
」「
天
子
之
常
居
」
で
あ
る
と
す
る
記
述
を
取
り
上
げ
、
ま
た
、

「
陳
」
は
「
陣
」
に
「
通
用
」
し
て
い
る
と
し
て
、『
爾
雅
』
釈
宮
を
引
い
て
、

そ
れ
が
「
堂
下
至
門
径
也
」、
つ
ま
り
、「
大
帝
の
坐
・
天
子
の
常
居
に
通
ず

る
道
」
で
あ
る
と
解
釈
し
、

「
銀
漢
浪
晴
れ
て
橋
断
え
ず
、
紫
微
雲
破
れ
て
陣
初
め
て
横
た
わ
る
」と

い
う
の
は
、
唐
朝
へ
の
通
交
を
意
味
し
て
い
る
に
相
違
な
い
。
長
谷
雄

は
「
賓
鴻
」
に
託
し
て
、
渡
唐
の
期
待
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。
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と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
長
谷
雄
詩
の
前
聯
は
遣
唐
使
へ
の
期
待
を
表
現
し
て

い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

鈴
木
は
、
重
陽
宴
詩
に
遣
唐
使
へ
の
心
情
が
描
か
れ
た
こ
と
は
「
明
白
」

だ
と
い
う
。
東
宮
詩
宴
詩
序
の
解
釈
に
つ
い
て
は「
臆
測
」と
し
つ
つ
も
、
そ

こ
に
遣
唐
使
派
遣
に
対
す
る
「
複
雑
な
心
境
の
動
揺
・
変
化
」
を
推
測
す
る

の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
増
村
が
一
部
に
反
論
す
る
も
の
の
道
真
詩
に
つ
い
て

は
首
肯
し
、
現
状
、
特
段
の
反
論
も
な
い）

6
（

。
漢
詩
文
の
解
釈
を
問
題
と
す
る

以
上
、
文
学
研
究
者
側
が
取
り
上
げ
な
い
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
漢
詩
文
を

解
釈
す
る
基
本
的
な
手
続
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
が
存
す
る

か
ら
で
あ
る
。

二
、
道
真
詩
読
解

道
真
詩
か
ら
読
解
す
る
。
再
度
、
引
用
す
る
。

重
陽
節 

侍
宴 

同
賦
天
浄
識
賓
鴻 

応
製

　
　
　

 

重
陽
節 

宴
に
侍
り 

同と
も

に
「
天
浄き

よ
く
し
て
賓
鴻
を
識し

る
」
と
い

ふ
こ
と
を
賦
す 

製
に
応
ず

秋
風
払
拭
易
排
虚　

秋
風
払
拭
し
て　

虚そ
ら

を
排ひ

ら
き
易
し

道
路
依
晴
稚
羽
初　

道
路
晴
る
る
に
依
る　

稚
羽
の
初

碧
玉
装
箏
斜
立
柱　

碧
玉
の
装
へ
る
箏　

斜
め
に
立
て
る
柱

青
苔
色
紙
数
行
書　

青
苔
の
色
の
紙　

数
行
の
書

時
霜
唯
痛
頻
寒
着　

時
霜　

唯た
だ

頻
り
に
寒
着
す
る
を
痛
む

沙
漠
不
知
幾
里
餘　

沙
漠　

幾
里
餘
な
る
か
を
知
ら
ず

賓
雁
莫
教
人
意
動　

賓
雁　

人
意
を
し
て
動
か
し
む
る
こ
と
莫
か
れ

向
前
旅
思
欲
何
如　

向
前
の
旅
思　

何
如
せ
む
と
す

ま
ず
漢
詩
を
読
む
際
に
第
一
に
確
認
す
べ
き
は
、
題
で
あ
る
。
い
う
ま
で

も
な
く
題
に
即
し
て
詠
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
題
が
な
け
れ
ば
話
は
変
わ
っ

て
く
る
）。
題
の
「
天
浄
」
は
空
が
清
ら
か
な
こ
と
。
例
え
ば
、
盛
唐
の
李
嶷

「
淮
南
秋
夜
呈
周
侃
（
淮
南
の
秋
夜
周
侃
に
呈
す
）」（
全
唐
詩
巻
百
四
十
五
）

に
「
天
浄
河
漢
高
、
夜
聞
砧
杵
発
（
天
浄
く
し
て
河
漢
高
く
、
夜
砧
杵
発お

こ
る

を
聞
く
）」
と
あ
る
の
は
、
秋
の
空
が
清
ら
か
で
「
河
漢
」（
天
の
川
）
が
空

高
く
見
え
る
こ
と
を
詠
む
。
ま
た
、
中
唐
の
元
稹
「
代
曲
江
老
人
百
韻
〈
年

十
六
時
作
〉（
曲
江
の
老
人
に
代
は
る
百
韻
〈
年
十
六
の
時
の
作
〉）」（
元
氏

長
慶
集
巻
十
）
に
「
天
浄
三
光
麗
、
時
和
四
序
均
（
天
浄
く
し
て
三
光
麗
し

く
、
時
和
し
て
四
序
均ひ

と
し
）」と
あ
る
の
は
、
空
が
清
ら
か
で
、「
三
光
」（
日
・

月
・
星
）
が
美
し
く
輝
い
て
い
る
こ
と
を
い
う
。

「
賓
鴻
」
は
、
や
っ
て
く
る
雁
で
、『
礼
記
』
月
令
の
「
季
秋
之
月
、
…
…

鴻
雁
来
賓
（
季
秋
の
月
、
…
…
鴻
雁
来
賓
す
）」
に
基
づ
く
。「
来
賓
」
と
あ

る
よ
う
に
、
秋
に
や
っ
て
く
る
雁
で
あ
る
。
中
唐
の
劉
禹
錫「
秋
江
晩
泊（
秋

江
晩
に
泊
ま
る
）」（
劉
夢
得
文
集
巻
五
）
に
「
暮
霞
千
万
状
、
賓
鴻
次
第
飛

（
暮
霞
千
万
状
、
賓
鴻
次
第
に
飛
ぶ
）」、
島
田
忠
臣
「
晩
秋
景
物
（
晩
秋
の
景

物
）」（
田
氏
家
集
巻
下
・
163
）
に
「
寒
穿
客
葉
長
風
箭
、
夜
射
賓
鴻
半
月
弦

（
寒
に
客
葉
を
穿
つ
長
風
の
箭
、
夜
に
賓
鴻
を
射
る
半
月
の
弦
）」
と
あ
る
の

も
、
い
ず
れ
も
秋
に
や
っ
て
く
る
雁
で
あ
る
。

こ
の
題
は
、
清
ら
か
な
空
に
雁
が
や
っ
て
来
る
こ
と
を
知
る
と
い
う
内
容

で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
の
「
賓
鴻
」
に
入
唐
す
る
道
真
ら
を
重

ね
る
こ
と
が
不
可
能
な
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。「
賓
鴻
」
は
北
か
ら
や
っ
て
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来
る
0

0

雁
で
あ
り
、
飛
び
立
っ
て
唐
へ
行
く
0

0

の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
題
に
よ
っ
て
道
真
、
長
谷
雄
の
詩
は
詠
ま
れ
た
。

第
一
句
の
「
払
式
」
は
、
払
い
の
け
る
こ
と
。
例
え
ば
、
白
居
易
「
文
柏

牀
（
文
柏
の
牀
）」（
白
氏
文
集
巻
一
・0060

）
の
「
刮
削
露
節
目
、
払
拭
生

輝
光
（
刮
削
し
て
節
目
を
露あ

ら
は
し
、
払
拭
し
て
輝
光
を
生
ず
）」
は
、「
文
柏

牀
」
が
磨
か
れ
て
（「
払
拭
」）
輝
い
た
様
。
ま
た
同
じ
く
白
居
易
「
感
鏡
（
鏡

に
感
ず
）」（
同
前
巻
十
・0（75
）
の
「
今
朝
一
払
拭
、
自
照
顦
顇
容
（
今
朝

一
た
び
払
拭
し
、
自
ら
顦
顇
の
容
を
照
ら
す
）」は
、
鏡
を
磨
く
こ
と
を
い
う
。

「
排
虚
」
は
、
空
を
押
し
開
く
こ
と
。
鳥
が
飛
ぶ
様
を
い
う
。『
淮
南
子
』
原

道
訓
に
「
鳥
排
虚
而
飛
、
獣
蹠
実
而
走
（
鳥
は
虚
を
排
き
て
飛
び
、
獣
は
実

を
蹠ふ

み
て
走
る
）」
と
あ
る
。
晉
の
盧
諶
「
答
魏
子
悌
（
魏
子
悌
に
答
ふ
）」

（
文
選
巻
二
十
五
）
に
「
顧
此
腹
背
羽
、
愧
彼
排
虚
翮
（
此
の
腹
背
の
羽
を
顧

み
、
彼
の
虚
を
排
く
翮つ

ば
さに

愧
づ
）」
と
見
え
る
。
こ
こ
は
「
賓
鴻
」
が
空
を
飛

ぶ
こ
と
を
い
う
。

一
句
は
、
秋
風
が
吹
い
て
（
雲
を
）
払
い
の
け
て
空
を
磨
き
上
げ
る
よ
う

に
し
て
、（
雁
が
）
空
を
押
し
開
き
飛
び
や
す
く
な
っ
て
い
る
様
子
を
詠
む
。

題
の
「
天
浄
識
賓
鴻
」
を
踏
ま
え
て
、
清
ら
か
な
空
を
飛
ぶ
雁
を
こ
の
よ
う

に
表
現
す
る
。

第
二
句
も
、
同
じ
く
題
の
内
容
を
描
写
す
る
。「
道
路
」
は
雁
の
飛
ぶ
空
の

道
。「
稚
羽
」
は
幼
い
羽
。
こ
こ
は
雁
を
指
す
。
語
例
は
中
国
に
見
出
せ
な
い

が
、
道
真
に
は
他
に
二
例
あ
り
、
前
掲
『
礼
記
』「
鴻
雁
来
賓
」
を
題
と
し
た

重
陽
宴
詩
（「
九
日
侍
宴
同
賦
二
鴻
雁
来
賓
一
各
探
二
一
字
一
得
レ
葦
応
製
」
菅

家
文
草
巻
一
）
に
「
稚
羽
晩
鴻
賓
、
寒
声
驚
鳳
扆
（
稚
羽
鴻
賓
晩
く
、
寒
声

鳳
扆
を
驚
か
す
）」、「
為
公
卿
賀
朔
旦
冬
至
表
（
公
卿
の
為
の
朔
旦
冬
至
を
賀

す
る
表
）」（
同
前
巻
十
）に「
潜
鱗
游
泳
、
楽
春
水
於
和
風
、
稚
羽
来
賓
、
払

暁
雲
於
秋
月
（
潜
鱗
游
泳
し
、
春
水
を
和
風
に
楽
し
み
、
稚
羽
来
賓
し
、
曉

雲
を
秋
月
に
払
ふ
）」
と
あ
る
。
後
者
も
「
鴻
雁
来
賓
」
を
踏
ま
え
た
表
現
で
、

「
鴻
雁
」
を
「
稚
羽
」
と
い
い
換
え
て
い
る
。
そ
の
「
稚
羽
」
が
「
暁
の
雲
」

を
「
払
」
っ
て
飛
ぶ
と
い
う
景
は
第
一
句
と
近
似
す
る
。

一
句
は
、
晴
れ
た
空
の
道
を
若
い
雁
が
飛
ぶ
様
子
を
い
う
。
こ
れ
も
題
を

踏
ま
え
た
表
現
で
あ
る
。
首
聯
で
、
題
の
内
容
を
直
接
的
に
表
現
す
る
。

頷
聯
も
題
の
内
容
を
表
現
す
る
が
、
首
聯
と
異
な
り
比
喩
表
現
を
用
い
て

描
く
。「
碧
玉
装
箏
」
は
、
青
い
宝
石
で
飾
っ
た
箏
。「
柱
」
は
箏
の
柱こ

と
じ。

白

居
易
「
新
艶
」（
千
載
佳
句
巻
下
・
箏
・
768
）
に
「
飛
雁
一
行
挑
玉
柱
、
十
三

絃
上
語
嚶
嚶
（
飛
雁
一
行
玉
柱
を
挑は

ね
、
十
三
絃
上
語
り
て
嚶
嚶
）」
と
あ
る

の
は
、
箏
の
柱
の
並
び
を
一
列
に
並
ん
だ
雁
に
喩
え
た
表
現）

7
（

。
同
様
の
例
は
、

晩
唐
の
温
庭
筠
「
和
友
人
悼
亡
（
友
人
の
悼
亡
に
和
す
）」（
温
飛
卿
詩
集
巻

四
）
に
「
宝
鏡
塵
昏
鸞
影
在
、
鈿
箏
弦
断
雁
行
稀
（
宝
鏡
塵
昏
く
鸞
影
在
り
、

鈿
箏
弦
断
え
て
雁
行
稀
な
り
）」と
あ
る
。
道
真
詩
は
こ
れ
を
逆
に
し
、
題
の

「
賓
鴻
」
の
雁
行
を
「
柱
」
に
喩
え
た
。「
浄
」
ら
か
な
「
天
」
を
「
碧
玉
」

で
「
装
」
っ
た
「
箏
」
に
、「
賓
鴻
」
の
雁
行
を
「
斜
」
に
「
立
」
て
た
「
柱
」

に
喩
え
た
の
で
あ
る
。

対
句
の
第
四
句
も
、
同
様
に
比
喩
に
よ
っ
て
題
を
表
現
す
る
。「
碧
玉
裝

箏
」
と
同
じ
く
対
の
「
青
苔
色
紙
」
が
「
浄
」
ら
か
な
「
天
」
を
示
し
、「
斜

立
柱
」
と
同
じ
く
「
数
行
書
」
が
雁
行
を
示
す
。「
青
苔
色
紙
」
は
、
海
苔

（
海
中
の
岩
に
生
え
る
苔
に
似
た
藻
）で
作
ら
れ
た
青
い
色
の
紙
。
晉
の
王
嘉
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『
拾
遺
記
』
巻
九
・
晉
時
事
に
「
側
理
紙
万
番
、
此
南
越
所
献
。
…
…
南
人
以

海
苔
為
紙
。
其
理
縦
横
邪
側
。
因
以
為
名
（
側
理
紙
万
番
、
此
れ
南
越
の
献

る
所
な
り
。…
…
南
人
海
苔
を
以
て
紙
を
為つ

く
る
。其
の
理
縦
横
邪
側
な
り
。因

り
て
以
て
名
と
為
す
）」
と
あ
る

）
8
（

。「
数
行
書
」
は
、
雁
行
の
様
子
を
数
行
の

文
字
に
喩
え
た
表
現
。
白
居
易
「
江
樓
晚
眺
、
景
物
鮮
奇
、
吟
玩
成
篇
、
寄

水
部
張
員
外
（
江
樓
晚
眺
、
景
物
鮮
奇
な
り
、
吟
玩
し
て
篇
を
成
し
、
水
部

張
員
外
に
寄
す
）」（
白
氏
文
集
巻
二
十
・1（78

）に「
風
翻
白
浪
花
千
片
、
雁

点
青
天
字
一
行
（
風
白
浪
を
翻ひ

る
がへ

す
花
千
片
、
雁
青
天
に
点
ず
字
一
行
）」

（
千
載
佳
句
巻
下
・
眺
望
・
872
、
和
漢
朗
詠
集
巻
下
・
眺
望
・
624
）に
、
雁
が

青
空
に
飛
ぶ
様
子
を
「
字
一
行
」
と
喩
え
る
の
に
基
づ
く
。
ま
た
島
田
忠
臣

「
秋
暮
傍
山
行
」（
田
氏
家
集
巻
中
・
76
）
の
「
雁
飛
碧
落
書
青
紙
、
隼
撃
霜

林
破
錦
機
（
雁
碧
落
に
飛
び
て
青
紙
に
書
し
、
隼
霜
林
を
撃
ち
て
錦
機
を
破

る
）」
も
雁
が
青
空
に
飛
ぶ
様
子
を
「
青
紙
」
に
「
書
」
す
と
詠
み
、
白
詩
に

拠
る
表
現
で
あ
る
。
忠
臣
詩
は
道
真
詩
よ
り
も
早
い
時
期
に
作
ら
れ
た
よ
う

で
）
9
（

、
道
真
は
白
詩
と
と
も
に
忠
臣
詩
に
も
学
ん
で
こ
の
よ
う
に
表
現
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。

第
五
句
「
時
霜
」
は
こ
の
時
節
の
霜
の
意
。『
類
従
句
題
抄
』
で
は
「
暁

霜
」
に
作
る）

（1
（

。「
寒
着
」
は
寒
さ
が
加
わ
る
こ
と
。
盛
唐
の
王
維
「
春
園
即

事
」（
王
右
丞
集
巻
七
）
に
「
宿
雨
乗
軽
屐
、
春
寒
著
弊
袍
（
宿
雨
軽
屐
に
乗

り
、
春
寒
弊
袍
に
著
く
」
と
あ
る
の
は
、「
春
の
寒
さ
」
が
「
弊
袍
」
に
加
わ

る
こ
と
（「
着
」
と
「
著
」
は
同
じ
）。
一
句
は
、
晩
秋
の
霜
が
、
雁
に
対
し

て
寒
さ
を
頻
り
に
加
え
、
そ
れ
を
雁
が
「
痛
」
む
と
詠
む
。
清
ら
か
な
空
を

飛
ん
で
く
る
「
賓
鴻
」
が
、
寒
さ
を
つ
ら
が
っ
て
い
る
様
子
を
描
く
。

第
六
句
「
沙
漠
」
は
北
方
地
帯
の
沙
漠
。
雁
は
そ
こ
か
ら
飛
ん
で
く
る
の

だ
が
、
そ
れ
が
「
幾
餘
里
」
か
分
か
ら
な
い
と
詠
み
、
遙
か
遠
く
か
ら
空
を

飛
ん
で
き
た
「
賓
鴻
」
を
描
く
。

こ
の
頸
聯
は
、
遙
か
北
方
か
ら
遠
く
飛
ん
で
き
た
雁
の
旅
の
つ
ら
さ
を
詠

ん
で
い
る
。

最
後
に
尾
聯
で
あ
る
。「
賓
雁
」
は
前
掲
『
礼
記
』
の
「
鴻
雁
来
賓
」
を
踏

ま
え
た
表
現
で
、
題
の
「
賓
鴻
」
を
指
す
。
そ
の
「
賓
雁
」
に
向
か
っ
て
、

「
人
意
」を
動
か
す
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
と
い
う
。
結
句
、「
向
前
」は
、
こ

れ
ま
で
、
の
意
。
白
居
易
「
琵
琶
行
」（
白
氏
文
集
巻
十
二
・060（

）
に
「
淒

淒
不
似
向
前
声
、
満
座
重
聞
皆
掩
泣
（
淒
淒
と
し
て
向
前
の
声
に
似
ず
、
満

座
重
ね
て
聞
き
て
皆
泣
を
掩
ふ
）」
と
あ
る
の
は
、
琵
琶
を
弾
く
女
の
演
奏

が
、
そ
れ
ま
で
（「
向
前
」）
と
変
わ
っ
た
こ
と
を
い
う
。
他
に
も
中
唐
の
王

建
「
行
宮
詞
」（
全
唐
詩
巻
二
百
九
十
八
）
に
「
向
前
天
子
行
幸
多
、
馬
蹄
車

轍
山
川
遍
（
向
前
天
子
の
行
幸
多
く
、
馬
蹄
車
轍
山
川
遍
し
）」
と
あ
る
の
も
、

以
前
（「
向
前
」）
は
天
子
の
行
幸
が
多
か
っ
た
と
詠
む
。「
旅
思
」
は
旅
へ
の

思
い
。
つ
ら
い
そ
れ
を
い
う
場
合
が
多
い
。
斉
の
謝
朓
「
之
宣
城
出
新
林
浦

向
版
橋
（
宣
城
に
之
か
む
と
し
て
新
林
浦
を
出
で
て
版
橋
に
向
か
ふ
）」（
文

選
巻
二
十
七
）
に
「
旅
思
倦
搖
搖
、
孤
遊
昔
已
屢
（
旅
思
搖
搖
に
倦
み
、
孤

遊
昔
よ
り
已
に
屢
な
り
）」
と
あ
る
の
は
、「
搖あ

ち
搖こ

ち
」
に
定
ま
ら
な
い
旅
に
倦

ん
だ
思
い
を
い
う
。
ま
た
、
白
居
易
「
逢
張
十
八
員
外
籍
（
張
十
八
員
外
籍

に
逢
ふ
）」（
白
氏
文
集
巻
二
十
・1（12

）
に
「
旅
思
正
茫
茫
、
相
逢
此
道
傍

（
旅
思
正
に
茫
茫
た
り
、
相
逢
ふ
此
の
道
傍
）」
と
あ
る
の
は
、「
茫は

て
茫し

な
」
い
旅

の
愁
い
の
気
持
ち
を
い
う
。
道
真
詩
で
は
、
雁
が
こ
れ
ま
で
旅
を
し
て
き
た
、
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そ
の
旅
愁
を
い
う
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
頸
聯
に
描
か
れ
た
よ
う
な
、
寒
さ

が
加
わ
る
中
、「
幾
餘
里
」
も
旅
を
し
て
き
た
雁
の
旅
愁
で
あ
る
。

「
欲
如
何
」は
、
い
っ
た
い
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
だ
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
、

の
意
。
例
え
ば
、
白
居
易
「
江
南
送
北
客
、
因
憑
寄
徐
州
兄
弟
書
〈
時
年
十

五
〉（
江
南
に
て
北
客
を
送
り
、
因
り
て
憑
み
て
徐
州
兄
弟
に
書
を
寄
す〈
時

に
年
十
五
〉）」（
白
氏
文
集
巻
十
三
・0670

）
に
「
故
園
望
断
欲
何
如
、
楚
水

吳
山
万
里
餘
（
故
園
望
断
え
て
何
如
せ
む
と
す
、
楚
水
吳
山
万
里
餘
）」
と
あ

る
の
は
、
故
郷
を
望
み
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
、
ど

う
し
よ
う
も
な
い
、
と
い
う
。
道
真
「
冬
夜
九
詠
」
の
「
残
燈
」（
菅
家
文
草

巻
四
）
に
も
「
耿
耿
寒
燈
夜
読
書
、
煙
嵐
度
牖
欲
何
如
（
耿
耿
た
る
寒
燈
夜

に
書
を
読
む
、
煙
嵐
牖
を
度
り
て
何
如
せ
む
と
す
）」
は
、「
煙
嵐
」（
山
気
）

が
窓
の
辺
り
を
過
ぎ
る
、
そ
の
夜
の
寂
し
さ
を
ど
う
し
よ
う
も
な
い
と
詠
む
。

尾
聯
は
、
賓
雁
よ
、
人
の
心
を
動
か
す
こ
と
が
な
い
よ
う
に
。
こ
れ
ま
で

の
旅
の
辛
い
気
持
ち
を
、
ど
う
し
よ
う
と
い
う
の
か
、
と
解
釈
で
き
る
。

こ
の
尾
聯
、
第
七
句
に
つ
い
て
、
川
口
注
は
、「
人
意
を
動
揺
せ
し
め
る
な

と
い
う
の
は
、
遣
唐
大
使
と
な
っ
て
、
渡
唐
す
る
こ
と
に
な
っ
て
動
揺
し
て

い
る
道
真
自
身
の
心
を
告
白
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
い
、
ま
た
第
八

句
の
「
向
前
」
の
語
釈
で
は
「
向
前
は
、
こ
れ
ま
で
・
従
来
の
意
。
…
…
（
白

居
易
「
琵
琶
行
」
を
上
げ
る
）
…
…
。
た
だ
し
道
真
は
こ
こ
で
、
向
前
を
こ

れ
か
ら
さ
き
の
意
に
誤
り
つ
か
っ
て
い
る
」
と
い
う
。
つ
ま
り
川
口
は
、
尾

聯
を
遣
唐
使
と
し
て
赴
く
道
真
の
心
情
を
雁
に
託
し
た
表
現
と
考
え
て
い
る
。

「
向
前
」
を
こ
れ
か
ら
先
と
解
釈
す
る
の
も
、
こ
れ
か
ら
先
の
（
遣
唐
使
と
し

て
旅
立
つ
）
旅
の
思
い
と
解
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

「
向
前
」
に
つ
い
て
川
口
は
「
こ
れ
か
ら
さ
き
の
意
に
誤
り
つ
か
っ
て
い

る
」と
指
摘
す
る
が
、そ
の
よ
う
な
意
で
用
い
ら
れ
た
例
は
未
見
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
川
口
が
題
や
第
七
句
目
に
注
し
て
い
る
よ
う
に
、
遣
唐
使
と
し
て
の

心
情
を
読
み
取
ろ
う
と
し
た
ゆ
え
の
誤
読
で
あ
ろ
う
。

で
は
尾
聯
は
何
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。「
人
意
」
を
動
か
す
の

が
「
賓
雁
」
で
あ
る
の
は
確
か
だ
が
、
そ
れ
は
頸
聯
ま
で
に
描
か
れ
た
雁
の

旅
の
様
子
、
特
に
頸
聯
の
旅
の
つ
ら
さ
が
人
の
心
を
動
揺
さ
せ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
つ
ら
さ
で
人
の
心
を
動
か
す
こ
と
は

よ
せ
、
雁
よ
、
お
ま
え
た
ち
の
こ
れ
ま
で
の
旅
の
つ
ら
さ
を
我
々
は
ど
う
し

よ
う
も
な
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
我
々
の
心
を
動
か
し
た
と
こ

ろ
で
、
こ
れ
ま
で
の
旅
の
つ
ら
さ
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
で
は
な
い
か
と
い

う
と
こ
ろ
か
。

こ
の
場
が
宮
廷
詩
宴
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
通
常
、
こ
う
し
た
応
制

詩
で
は
、
尾
聯
で
、
天
皇
や
詩
宴
の
場
の
賛
美
、
あ
る
い
は
詩
宴
に
参
加
で

き
た
喜
び
を
詠
む）

（（
（

。
そ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、深
読
み
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、ど

ん
な
に
つ
ら
い
旅
の
思
い
を
持
っ
て
都
へ
や
っ
て
き
た
と
し
て
も
、
そ
の
愁

い
を
分
か
ち
合
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
我
々
は
、
天
子
の
詩
宴
に
参
加
し
て

い
る
の
だ
か
ら
、
と
で
も
解
釈
で
き
よ
う
か
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
作
は
、
あ
く
ま
で
詩
題
の
「
天
浄
識
賓
鴻
」
に
即
し

た
内
容
を
詠
ん
で
い
る
。「
賓
鴻
」
と
は
唐
へ
行
く
雁
で
は
な
い
し
、
詩
の
内

容
も
、
題
を
踏
ま
え
、
こ
ち
ら
へ
や
っ
て
く
る
雁
を
詠
ん
で
い
る
。
本
作
の

ど
こ
に
も
、
題
か
ら
は
ず
れ
た
と
こ
ろ
は
な
く
、
遣
唐
使
で
あ
る
こ
と
を
踏

ま
え
て
解
釈
す
る
必
然
性
は
な
い
。
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そ
も
そ
も
天
皇
が
主
催
す
る
場
で
、
天
皇
を
賛
美
す
る
こ
と
が
通
例
の
宮

廷
詩
宴
で
、
国
家
事
業
た
る
遣
唐
使
の
大
使
に
選
ば
れ
た
道
真
が
、
渡
唐
に

対
す
る
不
安
を
述
べ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
考
え
が
た
い
の
で
は
な
い
か
。

三
、
長
谷
雄
詩
、
道
真
詩
序
読
解

長
谷
雄
詩
を
含
め
、『
類
聚
句
題
抄
』
所
収
詩
に
つ
い
て
は
、
本
間
洋
一
に

よ
っ
て
詳
細
な
注
釈
が
施
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
語
句
の
出
典
、
用
例
な
ど
本
間
注

釈
を
参
照
さ
れ
た
い
。
特
に
必
要
な
部
分
の
み
こ
こ
で
は
解
説
す
る
。
長
谷

雄
の
詩
を
再
掲
す
る
。

　
　

 

（
天
浄
識
賓
鴻
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紀
納
言

銀
漢
浪
晴
橋
不
断　

銀
漢
浪
晴
れ
て　

橋
断
え
ず

紫
微
雲
破
陣
初
横　

紫
微
雲
破
れ
て　

陣
初
め
て
横
た
ふ

尋
声
得
識
多
賓
客　

声
を
尋
ね
て
は　

賓
客
多
き
こ
と
を
識
る
を
得

逐
影
相
看
幾
弟
兄　

影
を
逐
ひ
て
は　

幾
ば
く
の
弟
兄
を
相
看
む

周
知
の
よ
う
に
、『
類
聚
句
題
抄
』
で
は
、
律
詩
か
ら
頷
聯
・
頸
聯
の
対
句

部
分
が
摘
句
さ
れ
る
。
道
真
詩
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
対
句
部
分
は
、
題

の
内
容
を
比
喩
で
い
い
換
え
る
場
合
が
多
い
。
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
読
解
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
道
真
詩
で
も
、
特
に
頷
聯
は
、
上
四
文
字
に「
天
浄
」

を
、
下
三
文
字
に
「
賓
鴻
」
が
飛
ぶ
様
子
を
描
い
て
い
た
。

前
聯
一
句
目
の
「
銀
漢
浪
晴
」
は
、「
銀
漢
」（
天
の
川
）
の
「
浪
」
が

「
晴
」
と
、
晴
れ
た
空
を
詠
ん
で
、
題
の
「
天
浄
」
を
表
現
す
る
。「
橋
」
は
、

雁
歯
橋
こ
と
。
橋
桁
を
雁
の
列
に
喩
え
た
表
現
。
白
居
易
「
問
江
南
物
（
江

南
物
を
問
ふ
）」（
白
氏
文
集
巻
五
十
七
・2726

）に「
蘇
州
舫
故
龍
頭
暗
、
王

尹
橋
傾
雁
歯
斜
（
蘇
州
の
舫
故
り
て
龍
頭
暗
く
、
王
尹
の
橋
傾
き
て
雁
歯
斜

め
な
り
）」（
千
載
佳
句
巻
下
・
懐
旧
・
526
、
和
漢
朗
詠
集
巻
下
・
懐
旧
・

743
）
と
あ
る
。
こ
れ
は
橋
が
傾
き
、
橋
桁
が
斜
め
に
な
っ
た
様
子
を
、「
雁

歯
」
が
斜
め
に
な
っ
た
と
い
う
（「
歯
」
は
列
の
意
）。
本
作
で
は
、
逆
に
雁

の
列
を
橋
桁
に
喩
え
て
、「
銀
漢
」
に
懸
か
る
「
橋
」
に
見
立
て
た
の
で
あ
る
。

第
二
句
「
紫
微
雲
破
」
は
、
対
句
の
「
銀
漢
浪
晴
」
と
同
様
、
題
の
「
天

浄
」
を
表
現
す
る
。「
紫
微
」
は
北
極
星
で
、
そ
の
北
極
星
を
覆
っ
て
い
た

「
雲
」
が
「
破
」
れ
る
、
す
な
わ
ち
晴
れ
る
こ
と
を
い
う
。
下
三
字
の
「
陣
初

横
」
は
対
句
「
橋
不
断
」
と
同
じ
く
雁
行
の
こ
と
で
あ
る
。「
陣
」
は
雁
が
列

を
作
っ
て
飛
ぶ
様
で
、
初
唐
の
李
嶠
「
雁
」（
李
嶠
百
二
十
詠
）
に
「
望
月
驚

弦
影
、
排
雲
結
陣
行
（
月
を
望
み
て
弦
の
影
か
と
驚
き
、
雲
を
排ひ

ら
き
て
陣
の

行
を
結
ぶ
）」
と
あ
る
。
増
村
は
、「
陣
」
を
「
陳
」
に
通
用
さ
せ
て
「
大
帝

の
坐
・
天
子
に
常
居
に
通
ず
る
道
」
と
解
し
て
い
た
が
、
題
の
内
容
か
ら
も
、

対
句
構
成
か
ら
も
、
増
村
の
よ
う
に
解
釈
す
る
必
然
性
は
な
い
。

こ
の
前
聯
は
、
清
ら
か
に
晴
れ
渡
っ
た
空
を
飛
ぶ
雁
の
列
を
、
天
の
川
と

そ
れ
に
懸
か
る
橋
、
北
極
星
の
辺
り
に
陣
を
作
っ
て
飛
ぶ
様
子
と
し
て「
識
」

る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

後
聯
の
一
句
目
「
賓
客
」
は
題
の
「
賓
鴻
」
の
こ
と
。「
声
」
を
聞
い
て
、

空
に
「
賓
鴻
」
が
「
多
」
い
こ
と
を
「
識
」
る
の
で
あ
る
。「
識
」「
賓
客
」

は
題
の
「
識
賓
鴻
」
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
二
句
目
の
「
弟
兄
」
は
、
雁
が
並

ん
で
飛
ぶ
こ
と
を
、
兄
弟
の
よ
う
に
長
幼
を
弁
え
て
列
を
成
し
て
い
る
と
詠

む
。
白
居
易
「
禽
虫
十
二
章
（
第
三
）」（
白
氏
文
集
巻
七
十
一
・（66（

）
に

「
江
魚
群
従
称
妻
妾
、
塞
雁
聯
行
号
弟
兄
（
江
魚
群
れ
従
ひ
て
妻
妾
と
称
し
、

2（



塞
雁
聯つ

ら
なり

行
き
て
弟
兄
と
号
す
）」
と
あ
り
、「
礼
云
、
雁
兄
弟
行
（
礼
云
は

く
、
雁
は
兄
弟
の
行
）」
と
自
注
す
る
の
を
踏
ま
え
る
。「
賓
鴻
」
の
「
影
」

を
「
逐
」
っ
て
、「
弟
兄
」
の
よ
う
に
秩
序
だ
っ
た
列
を
成
し
て
飛
ぶ
様
子
を

「
識
」
る
の
で
あ
る
。
増
村
は
こ
の
後
聯
を
「
長
谷
雄
は
渡
唐
し
て
「
多
く
の

賓
客
・
幾
人
か
の
同
学
の
弟
兄
に
相
会
う
」
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
、
と
理

解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
が
、「
賓
客
」
も
「
弟
兄
」
も
題
に
あ
る

「
賓
鴻
」を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
唐
で
出
会
う
人
々
を
指
す
の
で
は

な
い
。
既
に
こ
ち
ら
へ
や
っ
て
き
て
い
る
雁
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
長
谷
雄
詩
で
も
、
清
ら
か
な
空
を
飛
ぶ
雁
を
詠
ん
で
い

る
。
し
か
も「
賓
客
」と
も
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
ち
ら
側
へ
、
都
へ
や
っ

て
く
る
雁
を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
唐
へ
行
く
自
分
た
ち
を
詠
ん
で
い
る

の
で
は
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
同
時
に
詠
ま
れ
た
三
統
理
平
の
詩
に
「
青
靄
尽
時
辞
北
土
、

絳
霓
残
処
客
南
中
（
青
靄
尽
く
る
時
北
土
を
辞
し
、
絳
霓
残
る
処
南
中
に
客

す
）」、
高
丘
五
常
の
詩
に
「
候
節
遙
過
溟
海
曲
、
随
陽
自
属
帝
王
津
（
節
を

候う
か

が
ひ
遙
か
に
過
ぐ
溟
海
の
曲く

ま
、
陽
に
随
ひ
自

お
の
づ
から

属つ

く
帝
王
の
津
）」
と
あ

る
こ
と
に
も
明
白
で
、
理
平
詩
の
「
辞
北
土
」「
客
南
中
」
は
、
雁
が
北
方
か

ら
南
方
に
来
た
こ
と
を
い
う
し
、
五
常
詩
の
「
過
溟
海
曲
」「
属
帝
王
津
」
も

海
を
越
え
て
都
へ
来
た
こ
と
を
い
う
。

道
真
詩
を
含
め
、
す
べ
て
や
っ
て
く
る
雁
を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
題

か
ら
し
て
も
、
詩
の
内
容
か
ら
し
て
も
、
唐
へ
向
か
う
と
は
到
底
理
解
で
き

な
い
。
鈴
木
や
増
村
が
い
う
よ
う
に
こ
れ
ら
の
詩
か
ら
遣
唐
使
に
対
す
る
心

情
を
読
み
取
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
宴
席
に
あ
っ
た
貴

族
た
ち
全
員
の
関
心
事
が
」「
遣
唐
使
派
遣
に
集
中
し
て
い
た
」
と
は
い
え

な
い
の
で
あ
る
。

最
後
に
道
真
詩
序
を
取
り
上
げ
よ
う
。
こ
れ
も
既
に
文
草
の
会
に
よ
る
注

釈
が
あ
る
の
で

）
（1
（

、
詳
細
は
そ
ち
ら
に
譲
り
、
概
要
の
み
確
認
す
る
。

　

暮
秋 

賦
秋
尽
翫
菊 

応
令
〈
幷
序
〉

　
　
　

 

暮
秋 

秋
尽
き
て
菊
を
翫
ぶ
と
い
ふ
こ
と
を
賦
す 

令
に
応
ず

〈
幷
び
に
序
〉

古
七
言
詩
曰
、
大
底
四
時
心
惣
苦
、
就
中
腸
断
是
秋
天
。
又
曰
、
不
是

花
中
偏
愛
菊
、
此
花
開
尽
更
無
花
。
詩
人
之
興
、
誠
哉
此
言
。
夫
秋
者

惨
慄
之
時
、
寒
来
暑
往
、
菊
者
芬
芳
之
草
、
花
盛
葉
衰
。
于
時
九
月
廿

七
日
、
孰
不
謂
之
尽
秋
、
孤
叢
両
三
茎
、
孰
不
謂
之
残
菊
。
謹
奉
令
旨
、

賦
此
双
関
。
意
之
所
鍾
、
刀
火
交
刺
。
故
献
五
言
以
資
一
劇
云
爾
。

古
の
七
言
詩
に
曰
は
く
、「
大
底
四
時
心
惣
じ
て
苦
し
、
就

な
か
ん

中づ
く

腸

断
ゆ
る
は
是
れ
秋
天
」
と
。
又
曰
は
く
、「
是
れ
花
中
偏
へ
に
菊
を

愛
す
る
に
あ
ら
ず
、
此
の
花
開
き
尽
し
て
更
に
花
無
け
れ
ば
な

り
」
と
。
詩
人
の
興
、
誠
な
る
か
な
此
の
言
。
夫
れ
秋
は
惨
慄
の

時
、
寒
来
り
暑
往
く
、
菊
は
芬
芳
の
草
、
花
盛
り
に
葉
衰
ふ
。
時

に
九
月
廿
七
日
、
孰
か
之
を
尽
秋
と
謂
は
ざ
ら
む
や
、
孤
叢
両
三

茎
、
孰
か
之
を
残
菊
と
謂
は
ざ
ら
む
や
。
謹
み
て
令
旨
を
奉

う
け
た
ま
はり

て
、
此
の
双
関
を
賦
す
。
意
の
鍾あ

つ
まる

所
、
刀
火
交

こ
も
ご
も

刺
す
。
故
に

五
言
を
献
じ
て
以
て
一
劇
に
資
す
と
云
ふ
こ
と
爾
り
。

 

（
菅
家
文
草
巻
五
）

皇
太
子
敦
仁
（
醍
醐
天
皇
）
が
主
催
し
て
開
い
た
九
月
尽
日
宴
で
の
作
で
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あ
る
。
冒
頭
に
白
居
易
「
暮
立
」（
白
氏
文
集
巻
十
四
・0790

）
と
元
稹
「
菊

花
」（
元
氏
長
慶
集
巻
十
六
）か
ら
対
句
を
引
用
し
て
、
秋
が
も
っ
と
も
悲
し

い
季
節
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
中
で
も
菊
を
愛
す
る
こ
と
を
、「
誠
な
る
哉
」
と

首
肯
し
、
寒
さ
が
厳
し
く
な
る
秋
＝
尽
秋
、
葉
が
衰
え
て
い
く
菊
＝
残
菊
を

取
り
上
げ
よ
う
と
い
う
。「
双
関
」
と
は
、
句
毎
に
相
対
す
る
内
容
を
並
べ
て

い
く
こ
と
。「
尽
秋
」
と
「
残
菊
」
を
句
毎
に
詠
も
う
と
い
う
。
事
実
、
こ
の

時
に
詠
ま
れ
た
道
真
詩
は
「
惜
秋
秋
不
駐
、
思
菊
菊
纔
残
（
秋
を
惜
し
め
ど

も
秋
駐と

ど
まら

ず
、
菊
を
思
じ
て
菊
纔
か
に
残
れ
り
）」
と
「
尽
秋
」
と
「
残
菊
」

を
句
毎
に
詠
ん
で
い
る
。

「
意
之
所
鍾
」
は
、「
尽
秋
」
と
「
残
菊
」
へ
の
思
い
が
集
ま
っ
て
く
る
こ

と
。「
刀
火
」
は
、
刀
と
火
。
白
居
易
「
祭
小
弟
文
（
小
弟
を
祭
る
文
）」（
白

氏
文
集
巻
二
十
三
・1（（8

）
に
「
毎
一
念
至
腸
熱
骨
酸
、
如
以
刀
火
刺
灼
心

肝
（
一
念
至
る
毎
に
腸
熱
し
骨
酸
し
、
刀
火
を
以
て
心
肝
を
刺
し
灼や

く
が
如

し
）」と
、
弟
を
亡
く
し
た
哀
し
み
の
強
さ
を
、
刀
や
火
で
心
を
刺
さ
れ
焼
か

れ
る
と
表
現
し
て
い
る
。
本
序
で
は
、「
尽
秋
」
と
「
残
菊
」
へ
の
愛
惜
の
心

情
を
喩
え
る
。「
一
劇
」
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
座
興
の
意
か
。『
遊
仙
窟
』
に

「
元
来
知
劇
、
未
敢
承
望
（
元
来
劇
を
知
り
、
未
だ
敢
へ
て
承
望
せ
ず
）」
と

あ
り
、
無
刊
期
本
な
ど
「
劇
」
に
「
タ
ハ
フ
レ
コ
ト
」
と
の
訓
を
付
す
。「
尽

秋
」「
残
菊
」
へ
の
愛
惜
の
情
が
あ
る
の
で
、
五
言
詩
を
詠
ん
で
「
一
劇
」

（
ち
ょ
っ
と
し
た
座
興
）
を
添
え
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
天
浄
識
賓
鴻
」詩
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
基
本
的
に
題
に
即
し
て
漢
詩
文

は
作
ら
れ
る
。
本
序
も
そ
の
通
り
で
、「
秋
尽
翫
菊
」
と
い
う
題
を
表
現
す
る

の
に
終
始
し
て
お
り
、
遣
唐
使
に
関
わ
る
表
現
は
一
言
も
な
い
。

例
え
ば
、
承
和
の
遣
唐
使
で
副
使
に
任
命
さ
れ
た
小
野
篁
は
、
遣
唐
使
と

し
て
進
発
す
る
前
に
内
宴
に
参
加
し
、
詩
序
を
作
っ
て
い
る
。
そ
の
際
、「
臣

嘉
恵
自
天
、
拝
職
海
外（
臣
嘉
恵
天
自
り
し
、
職
を
海
外
に
拝
す
）」（「
早
春

侍
二
宴
清
涼
殿
一
翫
二
鶯
花
一
応
製
」
詩
序
・
本
朝
文
粋
巻
十
一
）
と
、
自
ら

が
遣
唐
使
と
な
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
が
あ
れ
ば
、

道
真
序
も
遣
唐
使
に
関
わ
る
読
解
が
可
能
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
う
し
た
措

辞
は
一
切
な
い
の
で
あ
る
。

道
真
、
あ
る
い
は
長
谷
雄
ら
の
漢
詩
文
に
は
、
自
注
が
付
さ
れ
る
場
合
も

あ
る
。
遣
唐
使
と
な
っ
た
か
ら
こ
の
よ
う
に
表
現
す
る
の
だ
と
い
う
自
注
が

あ
れ
ば
、
遣
唐
使
と
し
て
の
心
情
を
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
が
、
そ

う
い
う
自
注
も
一
切
な
い
。
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
題
に
即
し
て
解

釈
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、「
天
浄
識
賓
鴻
」
の
題
で
漢
詩
が
詠
ま
れ
た
重
陽
宴
は
、
節
会

と
し
て
規
模
の
大
き
い
公
宴
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
で
個
人
的
な
、
渡
唐

へ
の
不
安
が
詠
ま
れ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
も
し
詠
ま
れ
る
と
す
れ
ば
、
規

模
の
小
さ
い
、
天
皇
の
私
的
興
趣
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
密
宴
の
場
で
あ
ろ
う
。

こ
の
年
、
重
陽
宴
の
翌
日
の
十
日
に
重
陽
後
朝
宴
が
開
か
れ
て
い
る
。
こ
の

後
朝
宴
は
、
宇
多
が
頻
繁
に
開
い
た
密
宴
で
あ
る
。
公
宴
と
は
異
な
り
、
参

加
者
の
私
的
な
心
情
が
詠
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る

）
（1
（

。
道
真
に
は
「
賦
二
雨
夜
紗

燈
一
応
製
〈
幷
序
、
于
レ
時
九
月
十
日
〉」（
菅
家
文
草
巻
五
）
と
い
う
詩
序
と

詩
が
残
る
が
、
い
ず
れ
も
遣
唐
使
へ
の
言
及
は
な
い
。

道
真
、
そ
し
て
長
谷
雄
ら
が
、
漢
詩
文
に
遣
唐
使
へ
の
心
情
を
詠
ん
だ
と

は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
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四
、
道
真
は
何
故
再
検
討
を
要
請
し
た
の
か

以
上
、
鈴
木
、
増
村
が
、
遣
唐
使
に
対
す
る
心
情
を
表
現
し
て
い
る
と
し

た
漢
詩
文
を
読
解
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
の
漢
詩
文
を
遣
唐
使
と
関
連

づ
け
て
理
解
す
る
必
然
性
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と

す
れ
ば
、
道
真
が
遣
唐
使
の
再
検
討
を
行
っ
た
事
情
は
、
道
真
自
身
の「
状
」

を
踏
ま
え
て
考
え
る
し
か
な
い
。
遣
唐
使
へ
の
積
極
性
を
述
べ
て
い
た
「
太

政
官
牒
」
は
、
道
真
の
手
に
な
る
と
は
い
え
、
天
皇
の
勅
を
承
け
て
太
政
官

の
立
場
で
執
筆
さ
れ
た
文
章
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
他
に
道
真
が
遣
唐

使
に
つ
い
て
記
し
た
資
料
が
見
当
た
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
の
目
的
か
ら
は
そ
れ
る
が
、
道
真
が
再
検
討
を
要
請
し
た
理
由
に
つ

い
て
、
臆
測
な
が
ら
私
見
を
述
べ
る
。

鈴
木
は
、
道
真
の
詩
文
を
踏
ま
え
つ
つ
、
道
真
の
不
安
の
要
因
に
「
新
羅

の
賊
の
侵
攻
」
を
求
め
て
い
た
が
、
遣
唐
使
派
遣
要
請
の
「
状
」
に
そ
の
点

が
何
も
記
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
要
因
と
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

渡
唐
へ
の
不
安
で
は
な
く
、
道
真
の
政
治
手
法
に
要
因
を
求
め
る
説
も
あ

る
。
森
公
章
は
、
寛
平
八
年
七
月
五
日
に
、
道
真
が
検
税
使
派
遣
再
検
討
を

要
請
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
一
旦
派
遣
が
決
定
さ
れ
た
後
、
道
真
が「「
議
畢

之
後
、
伏
思
起
慮
、
欲
レ
罷
不
レ
能
」と
な
り
、
こ
こ
に
検
税
使
派
遣
の
可
否

を
再
検
討
す
る
こ
と
を
要
請
し
た
」、「
当
初
反
対
の
論
拠
に
盤
石
の
自
信
が

な
か
っ
た
道
真
は
、
当
面
は
自
分
の
意
見
を
明
確
に
せ
ず
、
充
分
に
勉
強
を

重
ね
、
論
破
さ
れ
な
い
確
信
を
得
た
上
で
奏
上
を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
文

人
官
僚
ら
し
い
処
世
術
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
が
道
真
の
政
治

手
法
の
一
つ
で
あ
っ
た
」
と
す
る
。
遣
唐
使
再
検
討
に
つ
い
て
も
同
様
の
手

法
で
、「
道
真
は
一
旦
大
使
を
拝
命
し
た
も
の
の
、
慎
重
に
情
勢
を
分
析
し
た

上
で
、
諫
言
・
再
考
を
求
め
た
と
と
ら
え
る
の
が
よ
い
と
考
え
る
」
と
結
論

づ
け
る）

（1
（

。

森
の
見
解
に
は
首
肯
で
き
る
面
も
あ
る
が
、
検
税
使
派
遣
再
検
討
は
、
道

真
が
自
発
的
に
考
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
道
真
「
請
レ
令
三
議
者
反
二
覆
検
税

使
可
否
一
状
」（
菅
家
文
草
巻
九
）に
よ
れ
ば
、
地
方
の
国
を
治
め
る「
政
術
」

を
知
悉
し
て
い
た
「
越
前
守
小
野
朝
臣
葛
絃
等
」
が
検
税
使
派
遣
を
聞
い
て

「
愁
悶
」
を
抱
い
て
い
た
こ
と
、
大
納
言
源
能
有
以
下
が
、
派
遣
決
定
後
の

「
今
」
で
も
「
内
歎
」
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
道
真
は

「
人
之
所
不
安
、
曾
不
可
隠
忍（
人
の
安
ん
ぜ
ざ
る
所
、
曾
て
隠
忍
す
べ
か
ら

ず
）」と
い
う
理
由
で
再
検
討
を
要
請
し
た
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
道
真

が
自
身
の
情
勢
分
析
だ
け
で
自
発
的
に
要
請
し
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

再
検
討
の
要
請
に
は
こ
う
し
た
背
景
が
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
道
真

の
政
治
手
法
と
一
般
化
す
る
の
は
難
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

森
は
「
慎
重
に
情
勢
を
分
析
し
た
上
」
と
い
う
け
れ
ど
も
、
遣
唐
使
再
検

討
の
「
状
」
に
記
さ
れ
た
「
情
勢
」
は
、
既
に
到
着
し
て
い
た
中
瓘
の
録
記

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
録
記
を
「
公
卿
・
博
士
」
に
下
し
て
、
再
検

討
を
要
請
し
た
の
も
、
再
検
討
の
も
っ
と
も
根
拠
と
な
る
資
料
だ
と
判
断
さ

れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。「
状
」
に
は
、「
旧
記
」
を
調
べ
た
と
い
う
記
述
も
あ

る
が
、
重
要
な
資
料
は
あ
く
ま
で
中
瓘
の
録
記
な
の
で
あ
っ
た
。

と
す
れ
ば
、
道
真
が
再
検
討
を
要
請
し
た
理
由
は
、
中
瓘
の
録
記
の
存
在

自
体
な
の
で
は
な
い
か
。
何
を
い
い
た
い
の
か
と
い
え
ば
、
道
真
自
身
も
録
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記
の
詳
細
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
で
あ
る
。

遣
唐
使
派
遣
に
つ
い
て
、
宇
多
が
主
導
し
た
こ
と
は
既
に
通
説
と
い
っ
て

よ
か
ろ
う
。
そ
の
積
極
性
が
、
道
真
執
筆
に
よ
る
「
太
政
官
牒
」
に
よ
く
表

れ
て
い
る
こ
と
は
前
稿
で
も
述
べ
た
。
そ
し
て
、
そ
の「
太
政
官
牒
」に
、
既

に
遣
唐
使
派
遣
が
決
定
し
て
い
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ

が
中
瓘
の
録
記
を
十
分
に
検
討
し
た
上
で
の
決
定
で
な
か
っ
た
の
は
、
道
真

の
再
検
討
要
請
の
「
状
」
に
、「
公
卿
・
博
士
」
に
録
記
を
下
し
て
再
検
討
を

求
め
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
宇
多
の
強
い
意
志
の
存
在

が
証
明
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、遣
唐
使
派
遣
決
定
に
つ
い
て
、石
井
正
敏
は
、遣

唐
使
立
案
は
宇
多
周
辺
の
一
部
の
も
の
が
推
進
し
、
そ
の
中
心
が
「
道
真
」

で
あ
っ
た
こ
と
は
「
間
違
い
な
く
」
と
い
う
。
そ
し
て
、
当
初
は
「
宇
多
天

皇
の
意
気
込
み
に
賛
意
を
表
し
た
も
の
の
、
冷
静
に
な
っ
て
考
え
れ
ば
遣
唐

使
の
派
遣
な
ど
簡
単
に
で
き
る
も
の
で
は
な
い
」
と
判
断
し
て
、
再
検
討
を

要
請
し
た
と
論
じ
る）

（1
（

。
し
か
し
、
録
記
に
詳
細
に
記
さ
れ
た「
大
唐
の
凋
弊
」

を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
ど
う
し
て
派
遣
決
定
以
前
に
宇
多
に
諫
言
し

な
か
っ
た
の
か
、
遣
唐
大
使
拝
命
以
前
に
再
検
討
を
要
請
し
な
か
っ
た
の
か

と
い
う
疑
問
は
や
は
り
残
り
、
森
の
よ
う
な
推
測
が
生
じ
る
の
も
当
然
で
あ

ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、道
真
は
、大
使
に
任
命
さ
れ
て
初
め
て
、唐

の
最
新
情
報
で
あ
る
録
記
全
体

0

0

を
見
て
「
大
唐
の
凋
弊
」
を
知
り
、
そ
の
詳

細
な
記
述
か
ら
、
唐
に
上
陸
し
て
か
ら
と
て
も
安
全
が
保
証
さ
れ
な
い
、
し

か
も
、
こ
の
情
報
は
「
公
卿
・
博
士
」
た
ち
に
は
共
有
さ
れ
て
い
な
い
、
逆

に
い
え
ば
、共
有
さ
れ
て
い
れ
ば
、誰
も
が
反
対
し
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
、再

検
討
の
要
請
を
行
っ
た
と
い
う
経
緯
が
想
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

「
太
政
官
牒
」
で
録
記
が
引
用
さ
れ
る
の
は
、「
温
州
刺
史
朱
褒
、
特
発
人

信
、
遠
投
東
国
（
温
州
刺
史
朱
褒
、
特
に
人
信
を
発
し
て
、
遠
く
東
国
に
投

ぜ
む
と
す
）」
の
部
分
の
み
で
あ
る
。
こ
の
「
人
信
」（
使
者
）
が
遣
唐
使
派

遣
要
請
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
先
行
研
究
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。「
太

政
官
牒
」
で
は
、
唐
の
兵
乱
に
つ
い
て
は
、「
久
阻
兵
乱
、
今
稍
安
和
（
久
し

く
兵
乱
に
阻
ま
れ
、
今
稍
安
和
す
）」と
、
中
瓘
の
情
況
と
し
て
触
れ
て
い
る

だ
け
で
あ
る）

（1
（

。「
太
政
官
牒
」
が
道
真
の
手
に
な
る
以
上
、
道
真
が
録
記
を
参

照
し
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
そ
れ
が
録
記
の
す
べ
て
の
部
分
で
あ
っ
た
か
は

厳
密
に
は
不
明
な
の
で
あ
る
。

再
検
討
を
要
請
す
る
「
状
」
で
は
、「
謹
案
在
唐
僧
中
瓘
…
…
録
記
、
大
唐

凋
弊
、
載
之
具
矣
（
謹
み
て
在
唐
僧
中
瓘
の
…
…
録
記
を
案
ず
る
に
、
大
唐

の
凋
弊
、
之
を
載
す
る
こ
と
具
さ
な
り
）」
と
記
す
。
勅
を
奉
じ
た
「
太
政
官

牒
」
と
い
う
縛
り
は
あ
る
に
せ
よ
、
こ
の
落
差
は
大
き
い
。
そ
の
上
で
「
太

政
官
牒
」
の
ひ
と
月
後
、
道
真
は
遣
唐
大
使
を
拝
命
す
る
の
で
あ
る
。

道
真
は
、
唐
の
凋
弊
の
詳
細
を
知
っ
て
い
な
が
ら
大
使
に
任
命
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
知
っ
て
い
な
が
ら
、
拝
命
し
た
後
に
な
っ
て
再
検
討
を
要
請

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
録
記
の
詳
細
を
得
て
い
な
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ

な
い
で
あ
ろ
う
か
。

大
使
を
拝
命
し
た
道
真
が
、
そ
の
職
掌
上
、
唐
の
最
も
新
し
い
情
報
を
得

る
た
め
に
、
録
記
全
体
を
確
認
し
、
そ
こ
で
「
大
唐
の
凋
弊
」
の
詳
細
を
知

り
、
再
検
討
を
要
請
し
た
と
い
う
経
緯
を
想
定
し
た
い
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
臆
測
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
矛
盾
が
少
な
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く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
に
過
ぎ
な
い）

（1
（

。

五
、
古
代
史
研
究
と
平
安
朝
漢
詩
文

目
的
か
ら
逸
れ
、
再
検
討
要
請
の
事
情
に
深
入
り
し
た
が
、
本
稿
及
び
前

稿
の
目
的
は
、
遣
唐
使
に
関
わ
る
と
さ
れ
る
道
真
関
係
の
資
料
を
読
解
す
る

こ
と
に
あ
る
。
本
稿
で
は
、
渡
唐
へ
の
不
安
を
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
道
真
、
長

谷
雄
の
詩
文
を
読
解
し
、
そ
の
手
順
を
示
し
た
上
で
、
遣
唐
使
に
関
す
る
心

情
は
詠
ま
れ
て
い
な
い
と
結
論
づ
け
た
。

残
存
資
料
が
少
な
い
だ
け
に
、
様
々
な
資
料
を
援
用
し
て
情
況
を
復
元
的

に
考
え
る
こ
と
は
、こ
の
時
代
の
研
究
に
は
必
須
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、残

さ
れ
た
資
料
は
厳
密
に
読
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
歴
史
資
料
で

あ
っ
て
も
、
文
学
資
料
で
あ
っ
て
も
同
じ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
基
本
と
な
っ
て
い
る
資
料
読
解
の
手
順
を
踏
ま
え

る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
手
順
を
踏
ま
え
ず
恣

ほ
し
い
ま
まに

自
由
に
読
め
ば
い
い
わ

け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
史
学
で
も
文
学
で
も
同
じ
は
ず
で
あ
る
。

今
回
検
討
し
た
漢
詩
文
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
題
の
内
容
を
把
握
す
る
こ
と
、

そ
の
上
で
題
に
即
し
て
読
む
こ
と
、語
の
出
典
、用
例
を
確
認
す
る
こ
と
、対

句
表
現
に
意
を
配
る
こ
と
、
作
品
が
作
ら
れ
た
場
を
踏
ま
え
る
こ
と
な
ど
が
、

基
本
的
手
順
で
あ
る
。
鈴
木
、
増
村
は
何
と
い
っ
て
も
題
を
踏
ま
え
た
読
解

を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
。
が
、そ
も
そ
も
は
、川
口
注
の
不
備
で
あ
っ
た
。
つ

ま
り
は
、
川
口
自
身
も
そ
の
手
順
を
守
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

不
備
が
そ
の
ま
ま
史
家
に
継
承
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

前
稿
で
は
、
道
真
の
二
篇
の
文
章
を
取
り
上
げ
た
。
遣
唐
使
に
関
わ
る
の

で
、
長
い
研
究
史
の
中
で
何
度
も
取
り
上
げ
ら
れ
、
多
く
検
討
さ
れ
て
い
る

た
め
、
内
容
に
つ
い
て
は
か
な
り
精
度
の
高
い
理
解
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い

え
る
が
、そ
れ
で
も
、我
々
文
学
研
究
者
が
本
文
を
読
解
す
る
際
に
行
う
、文

体
、
文
脈
、
構
文
、
語
の
出
典
、
用
例
の
把
握
を
行
え
ば
、
よ
り
正
確
な
理

解
が
可
能
で
あ
る
。

今
回
の
鈴
木
、
増
村
論
に
し
て
も
、
川
口
注
に
よ
る
ミ
ス
リ
ー
ド
に
も
原

因
が
あ
る
に
し
ろ
、
結
局
は
、
こ
う
し
た
手
順
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
な
い
た

め
に
恣
意
的
な
解
釈
に
陥
っ
た
も
の
と
思
う
。

漢
詩
に
し
ろ
和
歌
に
し
ろ
、
文
字
面
だ
け
で
解
釈
し
て
い
け
ば
、
ど
う
と

で
も
い
え
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
場
で
、
ど
の
よ

う
な
題
で
詠
ま
れ
て
い
る
か
が
重
要
で
、
題
が
あ
る
以
上
は
題
に
即
し
て
読

解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
語
の
出
典
、
用
例
を
無
視
し
た
解
釈
も
で
き

な
い
。
対
句
は
、
漢
詩
人
が
も
っ
と
も
意
を
用
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
そ

の
対
句
表
現
を
無
視
し
た
理
解
も
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に

し
て
解
釈
の
範
囲
を
確
定
し
て
い
き
、
曖
昧
で
は
な
い
読
解
に
持
っ
て
行
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
川
口
注
の
ミ
ス
リ
ー
ド
で
は
あ
る
の
だ
が
、
厳
密
な
史
料
読

解
を
行
う
史
家
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
漢
詩
文
の
よ
う
な
文
学
作
品
も
厳
密
に

読
解
し
て
欲
し
い
と
思
う
。
私
自
身
、
歴
史
資
料
の
読
解
に
つ
い
て
は
、
史

家
か
ら
学
ぶ
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
が
、
史
家
も
漢
詩
文
や
和
歌
の
読
解
に
つ

い
て
は
文
学
研
究
者
か
ら
学
ん
で
欲
し
い
。
近
年
、
平
安
朝
漢
詩
文
が
古
代

史
研
究
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
増
え
て
い
る
。
そ
れ
自
体
は
喜
ば
し
い

こ
と
だ
が
、
必
ず
し
も
正
確
な
読
解
が
な
さ
れ
て
な
い
。
こ
れ
は
我
々
文
学
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研
究
者
側
が
正
確
な
注
釈
書
を
公
刊
し
て
い
な
い
と
い
う
問
題
も
あ
る
の
だ

が
、
手
順
さ
え
学
べ
ば
、
大
き
な
誤
読
は
生
じ
に
く
い
は
ず
で
あ
る
。

対
句
を
考
え
る
こ
と
を
強
調
し
た
が
、
こ
れ
は
文
章
を
句
切
る
こ
と
と
も

関
係
す
る
。
前
稿
に
触
れ
た
こ
と
だ
が
、
道
真
の
「
太
政
官
牒
」
に
「
事
之

髣
髴
也
雖
得
由
緒
於
風
聞
苟
為
人
君
者
孰
不
傾
耳
以
悦
之
」
と
の
文
章
が
あ

る
。
石
井
正
敏）

（1
（

は
、「
事
、
髣
髴
た
る
也
。
由
緒
を
風
聞
に
得
る
と
雖
も
、
苟

し
く
も
人
君
為
る
者
、
孰た

れ
か
耳
を
傾
け
、
以
て
之
を
悦
ば
ざ
ら
ん
や
」
と

訓
読
す
る
。
こ
の
訓
読
を
白
文
に
戻
せ
ば
、「
事
之
髣
髴
也
。
雖
得
由
緒
於
風

聞
、
苟
為
人
君
者
、
孰
不
傾
耳
、
以
悦
之
」
と
句
読
を
切
っ
た
こ
と
に
な
る

（「
事
之
」
の
「
之
」
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
か
は
不
明
）。
近
年
の
河
上
麻

由
子
『
古
代
日
中
関
係
史
』（
中
公
新
書
・
二
〇
一
九
年
）
附
載
の
「
原
文
史

料
」も
こ
れ
に
近
く「
事
之
髣
髴
也
。
雖
得
由
緒
於
風
聞
、
苟
為
人
君
者
、
孰

不
傾
耳
以
悦
之
」と
句
切
る
。
し
か
し
、こ
こ
は
隔
句
対
に
な
っ
て
お
り
、以

下
の
よ
う
に
句
切
る
べ
き
で
あ
る
。

事
之
髣
髴
也
、
雖
得
由
緒
於
風
聞
、

苟
為
人
君
者
、
孰
不
傾
耳
以
悦
之
。

恐
ら
く
、「
也
」
が
あ
っ
た
た
め
に
、「
也
。」
と
句
点
で
切
っ
た
の
で
あ
ろ

う
が
、
対
句
関
係
で
考
え
れ
ば
、
読
点
で
下
に
続
く
文
脈
で
あ
る
。
句
読
を

切
る
の
は
、
漢
文
読
解
の
最
初
に
行
う
手
順
で
あ
る
。
句
読
を
正
確
に
切
れ

な
け
れ
ば
正
確
な
解
釈
は
お
ぼ
つ
か
な
い
。
そ
の
際
、
対
句
関
係
を
見
出
す

の
は
有
効
な
手
段
で
あ
る
。
と
り
わ
け
対
句
に
配
慮
す
る
日
本
漢
文
─
い
わ

ゆ
る
文
学
作
品
以
外
の
歴
史
資
料
も
同
様
─
で
は
有
効
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
遣
唐
使
に
関
わ
る
史
家
の
見
解
を
批
判
し
た
が
、
史
家
が
文

学
資
料
を
用
い
る
際
に
、
手
順
を
踏
ま
え
な
か
っ
た
た
め
に
誤
読
し
た
例
を
、

こ
こ
に
も
う
一
例
あ
げ
よ
う
。

二
星
潤）

11
（

は
、
道
真
ら
紀
伝
道
出
身
者
の
中
で
も
、
対
策
及
第
者
（
秀
才
試

及
第
者
）
が
地
方
赴
任
し
た
こ
と
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
秀
才
試
及
第
者
を
な
ぜ
国
司
と
し
て
赴
任
さ
せ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
の
参
考
に
な
る
の
は
、
や
は
り
道
真
の
詩
で
あ

る
。
讃
岐
か
ら
帰
京
後
の
作
品
で
あ
る
『
菅
家
文
草
』
巻
五
357
で
「
我

試
為
吏
讃
州
去
」
と
道
真
は
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
「
試
」
と
い
う
表
現

に
つ
い
て
、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
頭
注
は
、「
試
は
、
試
用
の
義
か
。

位
と
官
職
と
が
一
致
し
な
い
と
き
に
か
り
に
登
用
す
る
こ
と
」
と
し
て

い
る
。『
菅
家
文
草
』
と
『
菅
家
後
集
』
の
詩
に
お
け
る
「
試
」
の
用
法

は
、
こ
れ
以
外
に
管
見
の
限
り
四
例
あ
る
。
…
…（
四
例
の
検
討
）…
…
。

こ
の
よ
う
に
、
357
の
詩
の「
我
試
為
吏
讃
州
去
」以
外
の
例
で
も
、「
試
」

は
全
て「
た
め
し
に
」の
用
法
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し

た
が
っ
て
、
357
の
詩
で
の
「
試
」
も
試
用
の
意
味
で
と
り
、「
私
も
試
用

さ
れ
て
国
守
と
な
り
、讃
岐
に
赴
任
し
た
」と
い
う
解
釈
が
で
き
る
。
こ

の
よ
う
に
詩
の
内
容
を
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
道
真
は
文
人
と
し
て
の
知

識
が
実
際
に
国
司
と
し
て
の
治
政
に
ど
の
よ
う
に
通
用
す
る
か
を
試
さ

れ
て
、
讃
岐
守
に
任
官
し
た
と
理
解
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

道
真
の
讃
岐
赴
任
を
、
対
策
及
第
者
が「
国
司
と
し
て
の
治
政
に
」「
通
用

す
る
か
を
試
さ
れ
」
た
も
の
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
根
拠
を
道
真

詩
の
「
我
試
為
吏
讃
州
去
」
の
「
試
」
の
用
法
に
求
め
て
い
る
。

二
星
が
例
示
し
た
本
文
は
省
略
し
た
が
、
四
例
中
三
例
は
、「
た
め
し
に
」
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と
解
釈
し
て
よ
か
ろ
う
。
但
し
、
四
例
目
は
対
句
で
上
げ
れ
ば
、
以
下
の
通

り
で
あ
る
。

試
製
嫌
傷
錦

採
刀
慎
缺
鉛

 

（「
叙
意
一
百
韻
」
菅
家
後
集
）

二
星
は
「
た
め
し
に
錦
を
裁
ち
切
っ
て
」
と
解
す
が
、
対
句
が
明
ら
か
に

「
刀
を
採
り
て
」
と
訓
む
べ
き
な
の
で
、「
製
を
試
み
て
」、
あ
る
い
は
「
製
す

る
を
試
み
て
」
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う）

1（
（

。
但
し
、
結
果
的
に
「
試
」
の
意
味

と
し
て
は
大
き
な
ず
れ
は
な
い
。
二
星
の
用
例
検
討
は
基
本
的
に
首
肯
さ
れ

る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
357
の
該
当
句
が
「
た
め
し
に
」
と
解
釈
で

き
る
わ
け
で
は
な
い
。
用
例
か
ら
帰
納
す
る
の
は
基
本
だ
が
、
そ
れ
は
文
脈

を
踏
ま
え
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
の
語
義
、
こ
の
場
合
は
「
試
」
の

語
義
を
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

二
星
は
、
漢
詩
の
例
の
み
を
あ
げ
る
が
、
道
真
に
は
他
に
も
、
し
か
も
本

例
と
近
似
す
る
表
現
が
あ
る
。

忽
解
三
亀
、　 

忽
ち
に
三
亀
を
解
か
れ
、

試
親
五
馬
。　
「
試
」
五
馬
に
親
し
む
。

分
憂
在
任
、　 

憂
を
分
か
ち
て
任
に
在
り
、

結
憤
惟
悲
。　

憤
を
結
び
て
惟
れ
悲
し
。

 

（「
祭
二
城
山
神
一
文
」
菅
家
文
草
巻
七
）

「
三
亀
」
は
、
三
つ
の
官
職
。「
亀
」
は
官
職
を
示
す
印
章
で
あ
る
。
従
っ

て
「
三
亀
を
解
く
」
は
、
道
真
の
式
部
少
輔
、
文
章
博
士
、
加
賀
権
守
三
職

解
任
を
指
す
。「
五
馬
」
は
、
五
頭
立
て
の
馬
車
に
乗
る
こ
と
か
ら
太
守
の
異

称
。
こ
こ
で
は
讃
岐
守
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る）
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。「
分
憂
」
は
、
憂
い
を

分
か
ち
共
に
す
る
の
意
で
、
国
守
の
異
称
で
も
あ
る
。
三
職
を
解
か
れ
讃
岐

守
に
任
じ
ら
れ
、
讃
岐
に
赴
任
し
憤
懣
を
抱
き
悲
し
ん
だ
こ
と
が
表
現
さ
れ

て
い
る
。
讃
岐
守
に
任
じ
ら
れ
、
讃
岐
に
行
っ
て
悲
し
む
と
い
う
心
情
ま
で
、

二
星
が
引
く
357
詩
に
似
て
い
る
。

こ
の
「
試
」
を
ど
う
解
釈
す
る
か
で
あ
る
。
対
語
「
忽
」
が
副
詞
だ
か
ら
、

こ
こ
も
副
詞
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
際
必
要
な

の
が
、
官
職
に
任
じ
ら
れ
る
際
に
、「
試
」
の
語
が
用
い
ら
れ
る
例
が
あ
る
か

ど
う
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
代
語
の
よ
う
な
「
試
用
」
の
意
味
が
あ
る

か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。

官
職
に
関
わ
る
例
と
し
て
は
、
古
く
『
毛
詩
』
に
見
え
る
。
行
論
の
都
合

上
、
訓
読
は
省
略
す
る
。

私
人
之
子
、
百
僚
是
試

 

（
毛
詩
・
小
雅
・
谷
風
之
什
「
大
東
」）

毛
伝
は
「
私
人
、
私
家
人
也
。
是
試
、
用
於
百
官
也
（「
私
人
」
は
、
私
の

家
人
な
り
。「
是
試
」
は
、
百
官
に
用
ゐ
る
な
り
）」
と
注
し
て
い
る
。
毛
伝

に
よ
れ
ば
、「
百
僚
是
試
」
は
、
百
官
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ

ま
り
こ
の
「
試
」
は
、
用
い
る
の
意
で
あ
る
。「
百
僚
是
れ
試も

ち
ゐ
ら
る
」
と
訓

読
で
き
る
。

近
似
し
た
例
と
し
て
は
次
の『
論
語
』も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。「
試
」

に
関
わ
る
部
分
の
訓
読
は
省
略
す
る
。

牢
曰
、
子
云
、
吾
不
試
。
故
藝
。

　
　

牢
曰
は
く
、
子
云
ふ
、
吾
不
試
。
故
に
藝
な
り
と
。

（0



 

（
論
語
・
子
罕
）

鄭
玄
注
に
は
「
牢
弟
子
子
牢
也
。
試
用
也
。
言
、
孔
子
自
云
、
我
不
見
用
、

故
多
能
技
藝
（
牢
は
弟
子
子
牢
な
り
。
試
は
用
な
り
。
言

い
ふ
こ
こ
ろは

、
孔
子
自
ら

云
ふ
、
我
用
ゐ
ら
れ
ず
、
故
に
技
藝
に
多
能
な
り
と
）」と
あ
り
、
こ
こ
で
も
、

「
試
」
は
「
用
」
の
意
と
さ
れ
る
。「
吾
試も

ち
ゐ
ら
れ
ず
」
と
訓
読
す
べ
き
例
で

あ
る
。

こ
れ
ら
の
例
は
、
官
職
等
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
「
試
」
と
表
現
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
な
お
、『
史
記
』
巻
八
・
高
祖
本
紀
に
「
及
壮
、
試
為
吏
」
と

あ
る
の
も
同
様
で
、「
壮
に
及
び
て
、
試も

ち
ゐ
ら
れ
て
吏
と
為
る
」
と
訓
読
す
べ

き
で
あ
ろ
う）
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。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
れ
ば
、
道
真
の
二
例
に
つ
い
て
も
、「
試
」
は
「
用
」
の

意
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
二
星
が
引
用
す
る
よ
う
に
、
川
口
注
は
「
試
は
、

試
用
の
義
か
」
と
し
て
い
る
が
、
川
口
は
「
試も

ち
ゐ
ら
れ
て
」
と
訓
読
し
て
い

る
。
こ
の
こ
と
に
意
を
払
う
べ
き
で
あ
っ
た
。

以
上
の
検
討
か
ら
、
道
真
詩
を
根
拠
と
し
て
、「
道
真
は
文
人
と
し
て
の
知

識
が
実
際
に
国
司
と
し
て
の
治
政
に
ど
の
よ
う
に
通
用
す
る
か
を
試
さ
れ
て

0

0

0

0

、

讃
岐
守
に
任
官
し
た
と
理
解
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
」
と
は
い
え
ず
、
延
い

て
は
、
当
時
の
政
府
が
、「
秀
才
試
及
第
者
の
地
方
行
政
の
能
力
を
試
し

0

0

、
彼

ら
を
国
司
と
し
て
赴
任
さ
せ
た
」（
以
上
、
傍
点
、
引
用
者
）と
い
う
理
解
に

つ
い
て
も
再
考
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
鈴
木
、
増
村
の
論
を
取
り
上
げ
て
、
漢
詩
文
読
解
の
手
順
を

示
し
つ
つ
、
そ
の
理
解
が
誤
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
古
代
史

研
究
に
お
け
る
文
学
資
料
の
誤
読
に
つ
い
て
も
触
れ
た
。

誤
解
の
な
い
よ
う
に
付
け
加
え
る
が
、
私
は
、
史
学
側
を
あ
げ
つ
ら
う
た

め
に
本
稿
を
草
し
た
の
で
は
な
い
。
こ
う
い
う
基
本
的
な
読
解
の
手
順
を
示

し
て
い
な
い
、
我
々
文
学
研
究
者
の
責
任
が
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。『
菅
家

文
草
』
に
つ
い
て
は
、
川
口
注
の
不
備
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
半
世
紀
以
上

前
の
注
釈
し
か
な
い
現
状
は
、
文
学
研
究
側
、
中
で
も
、
私
を
含
め
道
真
を

専
門
と
し
て
い
る
者
が
負
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
責
任
と
も
い
え
る
。

史
資
料
の
正
確
な
読
解
は
文
学
で
あ
れ
史
学
で
あ
れ
基
本
中
の
基
本
で
あ

る
。
そ
し
て
、
文
学
と
史
学
で
は
、
扱
う
史
資
料
の
性
格
の
差
も
あ
り
、
読

解
手
順
が
異
な
る
場
合
も
あ
る
。
文
学
資
料
の
読
解
方
法
に
つ
い
て
は
、

我
々
が
予
想
し
て
い
る
以
上
に
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

我
々
が
通
常
行
っ
て
い
る
出
典
調
査
、
用
例
検
索
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
果

た
し
て
ど
れ
だ
け
共
有
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
和
歌
・
漢
詩
文
研
究
者
に

と
っ
て
は
、
用
例
を
踏
ま
え
て
解
釈
す
る
こ
と
は
当
た
り
前
の
手
順
だ
が
、

文
学
研
究
内
で
も
、
必
ず
し
も
共
有
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
も

あ
る
。
専
門
が
細
分
化
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
資
料
読
解
の
手
順
・
方
法
を

共
有
す
る
努
力
を
惜
し
ん
で
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

注（
1
）　

滝
川
「
菅
原
道
真
と
遣
唐
使
（
一
）
─
「
請
令
諸
公
卿
議
定
遣
唐
進
止
状
」

「
奉
勅
為
太
政
官
報
在
唐
僧
中
瓘
牒
」
の
再
検
討
─
」（
詞
林
65
・
二
〇
一
九

年
）に
、
当
該
の
二
つ
の
文
書
に
つ
い
て
、
訓
読
、
現
代
語
訳
を
行
い
、
さ
ら

に
問
題
と
な
る
表
現
の
出
典
、
用
例
を
確
認
し
、
で
き
る
限
り
正
確
な
理
解
に

（1



努
め
た
。
以
下
、「
前
稿
」
と
称
す
。

（
2
）　

前
稿
は
遣
唐
使
に
関
わ
る
道
真
の
文
章
二
篇
を
取
り
上
げ
た
が
、本
稿
と
同

じ
問
題
意
識
に
よ
る
。
文
体
、
出
典
、
用
例
、
文
脈
を
把
握
し
た
上
で
の
読
解

の
手
順
を
示
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
の
一
部
は
、
滝
川『
菅
原
道

真　

学
者
政
治
家
の
栄
光
と
没
落
』（
中
公
新
書
・
二
〇
一
九
年
）
に
概
略
を

述
べ
た
。

（
（
）　

鈴
木
靖
民「
遣
唐
使
の
停
止
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」（『
古
代
対
外
関
係
史

の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
・
一
九
八
五
年
、
一
九
七
五
年
初
出
）。
以
下
、
鈴
木

の
説
は
こ
れ
に
よ
る
。

（
（
）　

な
お
鈴
木
が
「
道
真
た
ち
」
と
複
数
に
す
る
の
は
、
道
真
の
「
状
」
に
「
臣

道
真
等
」
と
「
等
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
「
遣
唐
使
全
員
を
代
表
」
し
た
と
考
え

た
た
め
で
あ
る
。
確
か
に
「
等
」
は
通
常
、
列
挙
し
て
尽
き
な
い
場
合
、
他
の

者
を
「
等
」
で
省
略
す
る
用
語
で
あ
る
。
し
か
し
、「
状
」
の
末
尾
に
は
道
真

の
署
名
し
か
な
い
。
こ
の
「
等
」
は
、
複
数
を
示
す
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い

か
。
例
え
ば
、
道
真
作
に
な
る「
日
本
文
徳
天
皇
実
録
序
」（
菅
家
文
草
巻
七
）

に
は
、
元
慶
二
年
に
編
纂
が
再
開
さ
れ
た
際
の
撰
者
に
つ
い
て
「
更
勅
二
摂
政

右
大
臣
臣
基
経
一、
俾
下
命
二
参
議
刑
部
卿
正
四
位
下
兼
行
勘
解
由
長
官
近
江
守

臣
菅
原
朝
臣
是
善
等
一、
与
二
前
修
レ
史
者
、
文
章
博
士
従
五
位
下
兼
行
大
内
記

越
前
権
介
都
朝
臣
良
香
・
従
五
位
下
大
外
記
島
田
朝
臣
良
臣
等
一、
専
精
実
録
、

潭
思
必
書
上
」
と
記
す
の
だ
が
、「
是
善
」
一
名
の
姓
名
の
後
に
「
等
」
を
記

し
、
さ
ら
に
「
良
香
」「
良
臣
等
」
と
あ
る
。『
文
徳
実
録
』
自
体
に
掲
げ
ら
れ

た
序
文
の
後
に
列
挙
さ
れ
る
撰
者
は
、
こ
の
後
、
良
香
が
没
し
た
こ
と
も
あ
り
、

基
経
、
是
善
、
良
臣
の
三
名
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
等
」
に
は
、
列
挙
し

て
ま
だ
尽
き
な
い
（
他
に
人
が
い
る
）
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
「
等
」
の
用
法
に
つ
い
て
は
検
討
を
要
す
る
。

（
5
）　

増
村
宏
「
遣
唐
使
停
廃
の
諸
説
─
鈴
木
靖
民
氏
の
論
説
」（『
遣
唐
使
の
研

究
』
同
朋
舍
出
版
・
一
九
八
八
年
、
一
九
七
六
年
初
出
）。

（
6
）　

渡
邊
誠
「
寛
平
の
遣
唐
使
派
遣
計
画
の
実
像
」（
史
人
5
・
二
〇
一
三
年
）

も
、
増
村
の
見
解
を
踏
ま
え
て
、「
廟
堂
内
の
遣
唐
使
に
寄
せ
る
思
い
は
、
不

安
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
7
）　

道
真
詩
の
表
現
に
つ
い
て
、
こ
の
白
居
易
詩
を
指
摘
す
る
早
い
論
稿
に
、
妹

尾
昌
典
「
道
真
の
詩
に
お
け
る
若
干
の
表
現
に
つ
い
て
」（
成
城
国
文
学
11
・

一
九
九
五
年
）
が
あ
る
。

（
8
）　

な
お
、
正
安
本
和
漢
朗
詠
集
（
復
刻
日
本
古
典
文
学
館
に
よ
る
）
裏
書
に
引

く
『
拾
遺
記
』
で
は
、「
海
苔
」
を
「
青
苔
」
に
作
る
。

（
9
）　

忠
臣
は
寛
平
四
年
に
没
し
て
い
る
。

（
10
）　
「
時
」
は
平
声
、「
暁
」
は
上
声
（
仄
声
）
で
あ
る
。
道
真
は
対
句
内
で
は
、

偶
数
文
字
だ
け
で
な
く
す
べ
て
の
文
字
の
平
仄
を
正
反
対
に
す
る
傾
向
が
あ

る
。
本
対
句
も
底
本
で
示
せ
ば
（
平
声
○
、
仄
声
●
で
示
す
）

　
　
　

時
霜
唯
痛
頻
寒
着

　
　
　

○
○
○
●
○
○
●

　
　
　

沙
漠
不
知
幾
里
餘

　
　
　

○
●
●
○
●
●
○

 

と
な
る
。
後
句
、
孤
平
を
犯
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
措
く
と
し
て
、「
時
」
を

「
暁
」
に
改
め
れ
ば
、
完
全
に
平
仄
が
正
反
対
と
な
る
。「
暁
」
で
あ
っ
た
可
能

性
が
高
い
。

（
11
）　

滝
川
「
応
制
詩
の
述
懐
─
勅
撰
三
集
か
ら
菅
原
道
真
へ
─
」（『
菅
原
道
真

論
』
塙
書
房
・
二
〇
一
四
年
、
二
〇
一
一
年
初
出
）。

（
12
）　

本
間
洋
一
『
類
聚
句
題
抄
全
注
釈
』（
和
泉
書
院
・
二
〇
一
〇
年
）。

（
1（
）　

文
草
の
会
『
菅
家
文
草
注
釈 

文
章
編 

第
二
冊
（
巻
七
下
）』（
勉
誠
出
版
・

二
〇
一
九
年
）。
当
該
詩
序
の
注
釈
担
当
は
滝
川
。

（
1（
）　

滝
川
「
宇
多
・
醍
醐
朝
の
文
壇
」（『
天
皇
と
文
壇　

平
安
前
期
の
公
的
文

学
』
和
泉
書
院
・
二
〇
〇
七
年
、
二
〇
〇
二
年
初
出
）。

（
15
）　

森
公
章「
菅
原
道
真
と
寛
平
度
の
遣
唐
使
計
画
」（『
遣
唐
使
と
古
代
日
本
の

対
外
政
策
』
吉
川
弘
文
館
・
二
〇
〇
八
年
、
二
〇
〇
六
年
初
出
）。

（
16
）　

石
井
正
敏「
寛
平
六
年
の
遣
唐
使
計
画
に
つ
い
て
」（『
石
井
正
敏
著
作
集
2　

（2



遣
唐
使
か
ら
巡
礼
僧
へ
』
勉
誠
出
版
・
二
〇
一
八
年
、
二
〇
一
一
年
初
出
）。

（
17
）　

こ
の
部
分
、
先
行
研
究
で
は
、
録
記
の
引
用
と
さ
れ
て
い
た
が
、「
太
政
官

牒
」の
文
体
、
構
文
を
検
討
し
て
、
引
用
で
は
な
い
こ
と
を
前
稿
に
指
摘
し
た
。

（
18
）　

前
稿
で
は
、「
太
政
官
牒
」
の
「
中
瓘
消
息
、
事
理
所
至
、
欲
罷
不
能
」
の

部
分
を
、
中
瓘
の
消
息
が
唐
の
凋
弊
を
告
げ
、
遣
唐
使
停
止
を
勧
め
て
い
る
の

は
、
理
屈
に
叶
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
…
…
と
逆
説
で
解
釈
し
た
が
（「
中
瓘

消
息
、
事
理
至
る
所
な
る
も
、
罷
め
む
と
欲
す
れ
ど
も
能
は
ず
」と
訓
読
）、
唐

の
凋
弊
に
つ
い
て
の
情
報
が
共
有
さ
れ
て
お
ら
ず
（
道
真
も
そ
れ
を
知
ら
ず
）、

中
瓘
の
消
息
の
内
容
と
し
て
、朱
褒
が
使
者
を
発
し
た
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ

て
い
た
と
す
れ
ば
、
中
瓘
の
消
息
が
、
朱
褒
の
遣
唐
使
派
遣
要
請
に
つ
い
て
記

し
て
お
り
、
理
屈
に
叶
っ
て
い
る
の
で
、
…
…
と
繋
げ
る
理
解
も
可
能
で
あ
ろ

う
（「
中
瓘
消
息
、
事
理
至
る
所
に
し
て
、
罷
め
む
と
欲
す
れ
ど
も
能
は
ず
」

と
訓
読
）。
こ
ち
ら
の
方
が
、「
太
政
官
牒
」
全
体
の
文
脈
か
ら
は
ふ
さ
わ
し
い

よ
う
に
も
思
う
が
、
さ
ら
に
検
討
し
た
い
。
な
お
前
稿
に
於
い
て
「
欲
罷
不

能
」
が
『
論
語
』
子
罕
を
踏
ま
え
る
と
述
べ
た
が
、
石
井
「
寛
平
六
年
の
遣
唐

使
計
画
に
つ
い
て
」（
前
掲
）
に
既
に
指
摘
が
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
触
れ
な

か
っ
た
の
は
前
稿
の
不
備
で
あ
る
。
但
し
、
石
井
は
、「
欲
罷
不
能
」
の
部
分

を
、
朱
褒
の
決
意
を
示
し
た
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。「
太
政
官
牒
」
の

文
脈
、
構
文
上
、
そ
の
よ
う
に
理
解
は
で
き
な
い
こ
と
は
、
前
稿
に
指
摘
し
た
。

（
19
）　

石
井
「
寛
平
六
年
の
遣
唐
使
計
画
に
つ
い
て
」（
前
掲
）。

（
20
）　

二
星
潤「
九
世
紀
に
お
け
る
文
人
の
国
司
任
官
─
菅
原
道
真
の
讃
岐
守
任
官

を
手
が
か
り
に
─
」（
ヒ
ス
ト
リ
ア
267
・
二
〇
一
八
年
）。

（
21
）　

二
星
は
四
例
と
も
該
当
句
し
か
上
げ
な
い
が
、
対
句
、
あ
る
い
は
聯
で
考
え

た
方
が
意
味
は
確
認
し
や
す
い
。

（
22
）　

詳
細
は
、
文
草
の
会
『
菅
家
文
草
注
釈 

文
章
編 

第
一
冊
（
巻
七
上
）』
勉
誠

出
版
・
二
〇
一
四
年
）の
当
該
祭
文
注
釈
を
参
照
。
担
当
は
後
藤
昭
雄
。
な
お
、

こ
の
文
章
は
、佐
藤
信
監
修
・
朝
野
群
載
研
究
会
編『
朝
野
群
載
巻
二
十
二 

校

訂
と
註
釈
』（
吉
川
弘
文
館
・
二
〇
一
五
年
）
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

「
三
亀
」
を
「
亀
卜
の
三
つ
の
卜
形
の
こ
と
」
と
解
し
て
い
る
。
誤
り
で
あ
る
。

他
に
も
本
文
整
定
を
含
め
解
釈
の
疑
問
点
が
散
見
す
る
。

（
2（
）　

但
し
、
新
釈
漢
文
大
系
『
史
記
二
（
本
紀
）』（
明
治
書
院
・
一
九
七
三
年
）

は
、「
試
み
ら
れ
て
吏
と
為
る
」
と
訓
ん
で
い
る
。
ま
た
、
小
竹
文
夫
・
小
竹

武
夫
訳
『
史
記
Ⅰ
本
紀
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
・
一
九
九
五
年
）
は
「
壮
年
に

及
ん
で
見
習
い
の
役
人
に
な
り
」
と
訳
す
。「
試
」
を
見
習
い
（
試
用
）
と
解

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

〔
引
用
本
文
〕

菅
家
文
草
─
元
禄
十
三
年
刊
本
、
田
氏
家
集
─
小
島
憲
之
監
修
『
田
氏
家
集
注
』

（
和
泉
書
院
）、
類
聚
句
題
抄
─
本
間
洋
一
『
類
聚
句
題
抄
全
注
釈
』（
和
泉
書
院
）、

千
載
佳
句
─
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
貴
重
本
典
籍
叢
書
文
学
篇
『
漢
詩
文
』（
臨

川
書
店
）、
本
朝
文
粋
─
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）、
文
選
─
『
文
選　

附
考
異
』（
藝
文
印
書
館
）、
白
氏
文
集
─
那
波
本
。
花
房
英
樹
「
綜
合
作
品
年
表
」

（『
白
氏
文
集
の
批
判
的
研
究
』
彙
文
堂
書
店
）
の
作
品
番
号
を
付
し
た
。
元
氏
長
慶

集
・
劉
夢
得
文
集
─
四
部
叢
刊
初
編
（
上
海
商
務
印
書
館
）、
温
飛
卿
詩
集
─
中
国

古
典
文
学
叢
書『
温
飛
卿
詩
集
箋
注
』（
上
海
古
籍
出
版
社
）、
王
右
丞
集
─
中
国
古

典
文
学
叢
書『
王
右
丞
集
箋
注
』（
上
海
古
籍
出
版
社
）、
全
唐
詩
─『
全
唐
詩
』（
中

華
書
局
）、
毛
詩
─
中
国
古
典
文
学
基
本
叢
書
『
毛
詩
鄭
箋
』（
中
華
書
局
）、
礼
記

─
十
三
経
注
疏
（
藝
文
印
書
館
）、
論
語
─
中
国
思
想
史
資
料
叢
刊
『
論
語
義
疏
』

（
中
華
書
局
）、
淮
南
子
─
新
編
諸
子
集
成『
淮
南
子
集
釈
』（
中
華
書
局
）、
遊
仙
窟

─
蔵
中
進『
江
戸
初
期
無
刊
期
本
遊
仙
窟
』（
和
泉
書
院
）、
拾
遺
記
─
古
体
小
説
叢

刊
『
拾
遺
記
校
注
』（
中
華
書
局
）、
史
記
─
『
史
記
』（
中
華
書
局
）

　

 

漢
字
は
原
則
と
し
て
通
行
の
字
体
を
用
い
た
。
な
お
、
本
文
中
〈　

〉
内
は
小
字

注
を
、
…
…
は
省
略
を
示
す
。

（（



〔
付
記
〕

本
稿
は
、
二
〇
二
〇
年
度
大
阪
大
学
国
語
国
文
学
会
に
於
け
る
講
演
に
基
づ
く
。

（
た
き
が
わ
・
こ
う
じ　

本
学
教
授
）

（（




