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二
〇
〇

は
じ
め
に

　

淸
・
乾
隆
朞
に
活
躍
し
た
黃
景
仁
（
一
七
四
九
～
一
七
八
三
、
字
は
仲
則
、
ま
た
は

漢
鏞
）
は
、
そ
の
決
し
て
長
く
は
な
い
生
涯
の
中
で
數
々
の
詩
詞
を
殘
し
た
。
彼

の
著
作
集
で
あ
る
『
兩
當
軒
集
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
三
）
の
「
歬
言
」
に

お
い
て
李
國
章
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
黃
景
仁
は
唐
詩
か
ら
多
大
な
影
響

を
受
け
て
い
た
。
ま
た
、
同
氏
は
、
黃
景
仁
が
唐
代
の
詩
人
の
中
で
も
特
に
李
白

（
七
〇
一
～
七
六
二
）
に
傾
倒
し
て
い
た
と
述
べ
た
上
で
、
他
の
詩
人
に
も
言
及
し

な
が
ら
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

細
讀
黃
仲
則
的
詩
歌
、
我
們
可
以
看
出
、
他
的
七
言
詩
較
㊒
特
色
、
古
體

直
造
太
白
之
室
、
㊒
時
也
象
韓
愈
。
近
體
如
「
感
舊
」・「
綺
懷
」
等
、
同
李

商
隱
風
格
相
仿
。
他
的
一
生
遭
際
、
多
才
而
又
短
命
、
類
似
李
賀
。
杜
甫
・

杜
牧
對
他
詩
歌
創
作
的
影
響
、
也
㊒
朙
顯
的
軌
迹
可
尋
。（
七
頁
）

　

黃
景
仁
の
詩
歌
の
中
で
は
と
り
わ
け
七
言
の
も
の
に
特
色
が
あ
る
と
い
い
、
古

體
詩
は
李
白
や
韓
愈
（
七
六
八
～
八
二
四
）
に
似
通
う
と
こ
ろ
が
あ
り
、
近
體
詩

は
李
商
隱
（
八
一
三
～
八
五
八
）
の
風
格
を
備
え
て
い
る
と
見
な
し
て
い
る
。
ま
た
、

杜
甫
（
七
一
二
～
七
七
〇
）
や
杜
牧
（
八
〇
三
～
八
五
二
）
か
ら
影
響
を
受
け
た
痕
跡

が
認
め
ら
れ
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
表
現
上
の
受
容
を
指
摘
し
て
い
る

わ
け
だ
が
、
李
賀
（
七
九
〇
～
八
一
六
）
に
つ
い
て
は
や
や
異
な
っ
て
い
る
。「
多

才
而
又
短
命
」、
す
な
わ
ち
、
才
能
が
あ
り
な
が
ら
早
世
し
た
と
い
う
實
人
生
上

の
共
通
項
を
認
め
る
と
こ
ろ
に
指
摘
の
重
點
が
あ
り
、
李
賀
の
詩
自
體
の
受
容
に

つ
い
て
は
說
朙
さ
れ
て
い
な
い
。

　

そ
れ
で
は
黃
景
仁
は
李
賀
の
表
現
を
受
容
し
て
い
な
い
の
か
と
い
え
ば
、
そ
う

で
は
な
い
。
む
し
ろ
大
い
に
自
作
の
滋
養
に
し
て
い
た
。
李
軍
『
李
賀
詩
歌
硏

究
』（
三
秦
出
版
社
、
二
〇
〇
二
）
に
、
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。

黃
仲
則
是
淸
代
詩
人
中
仿
效
賀
詩
較
㊒
成
就
和
特
色
的
一
位
。
其
不
僅
自

幼
喜
愛
賀
詩
、
而
且
對
其
作
過
較
深
入
的
鑽
硏
、
晚
逹
到
如
其
所
說
的
「
讀

之
爛
熟（
１
）」
的
程
度
、
而
且
仿
效
其
作
詩
、
頗
能
得
其
神
髓
。（
二
五
〇
頁
）

　

黃
景
仁
は
單
に
李
賀
の
詩
を
愛
好
し
て
い
た
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
熟
讀
吟
味
し

て
そ
の
神
髓
を
會
得
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
一
方
で
、
李
德
輝
『
李
賀
詩
歌
淵

源
及
影
響
硏
究
』（
鳳
凰
出
版
社
、
二
〇
一
〇
）
に
は
、「
宋
元
以
來
、
想
追
踪
模
仿

李
賀
的
年
輕
人
何
止
千
百
、
但
就
沒
㊒
看
到
㊒
誰
逹
到
了
李
賀
這
樣
的
高
度
、
眞

使
人
難
解
・
使
人
着
迷
」（
四
頁
）
と
い
っ
た
見
解
も
あ
る
。
宋
代
以
降
に
お
け

る
李
賀
の
年
若
い
模
倣
者
に
限
定
し
な
が
ら
で
は
あ
る
が
、
彼
ら
の
う
ち
の
誰
一

黃
景
仁
と
唐
詩

　
　

―

李
賀
の
受
容
を
中
心
と
し
て―

�

小
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黃
景
仁
と
唐
詩

二
〇
一

入
し
、
子
晉
の
笙
、
湘
靈
の
瑟
の
如
く
、
淸
越
蒼
涼
に
し
て
、
幽
怨
に
既お

よ

ぶ
。
其
の

詞
の
激
楚
な
る
こ
と
、
猿
啼
鶴
唳
の
如
く
、
秋
氣
抑そ

も

そ
も
何
ぞ
深
か
ら
ん
や
）。

　

貧
窮
や
、
そ
れ
に
伴
う
旅
か
ら
旅
へ
の
生
活
と
、
三
十
五
歲
で
の
死
、
と
い
う

よ
う
に
ま
ず
は
黃
景
仁
の
生
涯
を
な
ぞ
っ
て
い
く
。
そ
の
上
で
、
彼
の
作
品
を
形

成
す
る
た
め
の
滋
養
と
な
っ
た
唐
代
の
詩
人
と
し
て
、
李
白
（
太
白
）・
岑
參
（
七

一
五
？
～
七
七
〇
？
、
嘉
州
）・
李
賀
（
昌
谷
）
を
擧
げ
て
い
る
。
若
死
に
と
い
う
實

人
生
上
の
共
通
項
に
重
點
を
置
い
た
見
解
が
少
な
く
な
い
中（
２
）、
表
現
の
位
相
に
お

け
る
李
賀
の
受
容
を
認
め
る
記
述
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
李
白
に
つ
い
て
は

そ
れ
を
「
學
」
ん
だ
と
述
べ
て
い
る
の
に
對
し
、
岑
參
・
李
賀
に
つ
い
て
は
そ
れ

に
「
出
入
」
し
た
と
い
う
よ
う
に
、
各
詩
人
に
よ
っ
て
受
容
の
度
合
い
や
手
法
が

異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
點
に
は
㊟
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
る

ま
い
。

　

そ
れ
で
は
實
際
の
と
こ
ろ
、
黃
景
仁
は
唐
代
の
詩
人
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
い
、

詩
中
に
造
形
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
作
中
に
唐
代
詩
人
の
名
を
用
い
て
い
る

例
を
手
が
か
り
と
し
て
、
そ
の
點
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
い
き
た
い
。

　

吳
蘭
修
「
黃
仲
則
小
傳
」
の
「
詩
は
太
白
に
學
ぶ
」
と
い
う
記
述
を
は
じ
め
と

し
て
、
先
に
引
い
た
李
國
章
「
歬
言
」
に
も
指
摘
が
あ
っ
た
と
お
り
、
黃
景
仁
の

詩
詞
に
は
と
り
わ
け
李
白
の
影
響
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
從
っ
て
ま
ず
は
李
白

に
關
連
す
る
例
か
ら
確
認
し
て
い
き
た
い
。

　

李
白
に
言
及
し
た
表
現
の
中
で
も
、
目
歬
の
人
物
に
語
り
か
け
る
よ
う
な
措
辭

が
と
り
わ
け
目
を
引
く
。
例
え
ば
「
當
塗
旅
夜
遣
懷
」（『
兩
當
軒
集
』
卷
三
）
に
は
、

「
江
山
如
此
葬
李
白
、
我
若
不
飮
遭
君
嗤
（
江
山
此
く
の
如
く
し
て
李
白
を
葬
る
、
我

若
し
飮
ま
ず
ん
ば
君
の
嗤
う
に
遭
わ
ん
）」
と
い
う
よ
う
に
、
李
白
に
對
し
て
「
君
」

の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
酒
を
愛
好
し
て
い
た
李
白
の
視
線
を
黃
景
仁
が
感
得

し
て
い
れ
ば
こ
そ
、
こ
こ
で
飮
ま
な
け
れ
ば
お
笑
い
種
に
な
る
に
違
い
な
い
と
い

人
と
し
て
李
賀
詩
の
高
い
境
地
に
は
到
逹
で
き
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
李

賀
に
つ
い
て
は
、
再
現
不
可
能
な
文
學
史
上
の
獨
行
者
で
あ
る
と
見
な
す
の
が
、

お
お
む
ね
一
般
的
な
理
解
と
な
っ
て
い
る
點
に
鑑
み
れ
ば
、
黃
景
仁
は
や
や
例
外

的
な
存
在
で
あ
る
と
、
ひ
と
ま
ず
假
定
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
黃
景
仁
は
具
體
的
に
は
い
か
に
李
賀
詩
を
受
容
し
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
李
軍
氏
は
、
後
に
本
論
で
も
取
り
上
げ
る
「
中
元
」
や
、
あ
る
い
は

「
秋
夜
曲
」（『
兩
當
軒
集
』
卷
一
）
と
い
っ
た
作
品
の
例
示
を
も
っ
て
自
說
の
根
據

と
し
て
い
る
が
、
そ
の
範
圍
に
と
ど
ま
ら
な
い
李
賀
詩
受
容
の
痕
跡
に
つ
い
て
は
、

な
お
論
じ
る
餘
地
が
殘
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
李
賀
を
含
め
た
唐
代

の
詩
人
た
ち
を
、
黃
景
仁
が
作
中
の
素
材
と
し
て
ど
の
よ
う
に
詠
じ
て
い
る
の
か

を
檢
討
し
た
上
で
、
具
體
的
な
措
辭
に
焦
點
を
し
ぼ
り
つ
つ
、
彼
が
李
賀
の
表
現

を
い
か
に
受
容
し
て
い
る
か
を
探
っ
て
い
く
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
李
賀
が
黃
景
仁

に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
存
在
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
一
端
を
浮
き
彫
り

に
し
た
い
。一　

作
中
の
素
材
と
し
て
の
唐
代
詩
人

　

黃
景
仁
に
お
け
る
李
賀
を
含
め
た
唐
代
詩
人
の
受
容
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
淸

人
に
よ
る
指
摘
が
あ
る
。
以
下
に
吳
蘭
修
（
一
七
八
九
～
一
八
三
七
）
の
「
黃
仲
則

小
傳
」（『
兩
當
軒
集
』
附
錄
二
）
を
取
り
上
げ
る
。

爲
債
家
所
廹
、
抱
病
出
都
、
將
復
遊
秦
、
至
解
州
而
卒
、
年
三
十
五
。
著

㊒
『
兩
當
軒
詩
』
十
四
卷
・『
竹
眠
詞
』
二
卷
。
詩
學
太
白

0

0

0

0

、
出
入
於
嘉
州

0

0

0

0

0

・

昌
谷

0

0

、
如
子
晉
之
笙
、
湘
靈
之
瑟
、
淸
越
蒼
涼
、
既
於
幽
怨
。
其
詞
激
楚
、

如
猿
啼
鶴
唳
、
秋
氣
抑
何
深
也
（
債
家
の
廹
る
所
と
爲
り
、
病
を
抱
き
て
都
を
出

で
、
將
に
復
た
秦
に
遊
ば
ん
と
し
、
解
州
に
至
り
て
卒
す
、
年
三
十
五
。
著
に
『
兩

當
軒
詩
』
十
四
卷
・『
竹
眠
詞
』
二
卷
㊒
り
。
詩
は
太
白
に
學
び
、
嘉
州
・
昌
谷
に
出



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
九
集

二
〇
二

　
　

一
日
千
杯
苦
不
足　
　

一
日
千
杯
な
る
も
足
ら
ざ
る
に
苦
し
む

　
　

笑
看
樵
牧
語
斜
陽　
　

笑
い
て
樵
牧
を
看
て
斜
陽
に
語
る

　
　

死
當
埋
我
茲
山
麓　
　

死
す
れ
ば
當
に
我
を
茲
の
山
の
麓
に
埋
む
べ
し
と

　

李
白
以
外
に
自
分
の
師
は
あ
り
え
な
い
と
い
っ
て
は
ば
か
ら
ず
、
死
ん
だ
あ
か

つ
き
に
は
こ
の
山
の
麓
に
埋
め
て
も
ら
い
た
い
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。
李
白
に
對

す
る
黃
景
仁
の
敬
慕
は
、
通
り
一
遍
の
も
の
で
は
な
い
。
ま
さ
に
心
醉
と
呼
ぶ
べ

き
傾
倒
ぶ
り
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
同
じ
く
墓
を
詠
じ
る
の
で
も
、
杜
甫
の
そ

れ
を
詠
じ
た
「
耒
陽
杜
子
美
墓
」（『
兩
當
軒
集
』
卷
二
）
と
比
較
す
る
と
、
さ
ら
に

朙
瞭
に
理
解
さ
れ
る
。

　
　

得
飽
死
何
憾　
　

飽
を
得
れ
ば
死
す
る
も
何
を
か
憾
ま
ん

　
　

孤
墳
尙
水
濱　
　

孤
墳　

水
濱
に
尙た
か

し

　
　

埋
才
當
亂
世　
　

才
を
埋
め
て
亂
世
に
當
た
り

　
　

倂
力
作
詩
人　
　

力
を
倂
せ
て
詩
人
と
作な

る

　
　

遺
骨
風
塵
外　
　

遺
骨　

風
塵
の
外

　
　

空
江
杜
若
春　
　

空
江　

杜
若
の
春

　
　

由
來
騷
怨
地　
　

由
來　

騷
怨
の
地

　
　

只
合
伴
靈
均　
　

只
合
に
靈
均
を
伴
う
べ
し

　

一
度
に
飮
⻝
し
す
ぎ
て
杜
甫
が
死
に
至
っ
た
と
い
う
逸
話
に
取
材
し
た
詩
句
か

ら
說
き
起
こ
し
、
亂
世
に
生
ま
れ
合
わ
せ
て
詩
人
と
し
て
生
き
た
こ
と
や
、
今
は

屈
原
と
と
も
に
眠
っ
て
い
る
こ
と
へ
と
內
容
が
展
開
し
て
い
く
。
全
篇
を
通
じ
て

語
り
手
の
感
情
を
抑
制
し
、
事
實
を
旉
き
述
べ
て
い
く
氣
味
が
あ
る
。
李
白
の
死

に
つ
い
て
、「
我
固
よ
り
君
の
死
は
死
に
非
ざ
る
を
知
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
あ

え
て
語
り
手
「
我
」
を
登
場
さ
せ
、
逆
說
的
な
言
辭
に
よ
っ
て
李
白
の
死
を
單
な

る
死
か
ら
救
っ
て
い
た
の
と
比
較
す
る
と
、
杜
甫
の
そ
れ
に
對
す
る
黃
景
仁
の
態

度
は
い
さ
さ
か
冷
靜
で
あ
る（
３
）。

う
句
が
成
立
す
る
。
つ
ま
り
こ
の
詩
に
お
け
る
李
白
は
、
自
分
の
行
爲
の
い
か
ん

に
よ
っ
て
表
情
を
變
え
る
よ
う
な
、
ご
く
近
し
い
存
在
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
「
君
」
と
呼
び
か
け
る
同
樣
の
例
と
し
て
、「
太
白
墓
」（『
兩
當
軒
集
』
卷
三
）
と

題
す
る
古
體
の
詩
も
殘
さ
れ
て
い
る
。
冐
頭
に
、

束
髮
讀
君
詩　
　
　
　

束
髮　

君
の
詩
を
讀
み

今
來
展
君
墓　
　
　
　

今
來
た
り
て
君
の
墓
に
展
す

淸
風
江
上
灑
然
來　
　

淸
風　

江
上　

灑
然
と
し
て
來
た
り

我
欲
因
之
寄
微
慕　
　

我
之
に
因
り
て
微
慕
を
寄
せ
ん
と
欲
す

嗚
呼　
　
　
　
　
　
　

嗚
呼

㊒
才
如
君
不
免
死　
　

才
君
の
如
き
㊒
り
て
死
を
免
れ
ざ
る
も

我
固
知
君
死
非
死　
　

我
固
よ
り
君
の
死
は
死
に
非
ざ
る
を
知
る

と
あ
る
と
お
り
、
こ
こ
で
も
李
白
に
語
り
か
け
る
よ
う
に
「
君
」
と
い
う
呼
稱
を

繰
り
﨤
し
用
い
て
い
る
。
李
白
墓
の
あ
た
り
に
折
か
ら
吹
く
淸
ら
か
な
風
、
そ
れ

に
乘
せ
て
敬
慕
の
思
い
を
傳
え
た
い
と
詠
じ
る
第
三
・
四
句
は
、
純
朴
な
發
想
と

平
易
な
構
成
を
具
え
て
い
る
だ
け
に
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
眞
情
に
は
、
搖
る
が

し
が
た
い
芯
が
一
本
通
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　

非
凢
な
才
覺
の
持
ち
主
で
も
、
死
は
免
れ
な
い
。
し
か
し
黃
景
仁
は
、
李
白
の

死
は
單
な
る
死
で
は
な
い
と
述
べ
る
。
す
ぐ
れ
た
詩
人
は
、
殘
し
た
作
品
を
肉
體

に
代
わ
る
生
命
の
器
と
し
て
生
き
續
け
る
、
と
い
う
認
識
の
提
示
に
よ
っ
て
、
黃

景
仁
は
李
白
の
死
を
肯
定
的
に
捉
え
な
お
し
て
い
る
の
だ
。
同
詩
「
太
白
墓
」
の

末
尾
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

終
嫌
此
老
太
憤
激　
　

終
に
此
の
老
太は

な
はだ

憤
激
す
る
を
嫌い

と

う

　
　

我
所
師
者
非
公
誰　
　

我
の
師
と
す
る
所
の
者
は
公
に
非
ず
し
て
誰
ぞ

　
　

人
生
百
年
要
行
樂　
　

人
生
百
年　

行
樂
す
る
を
要も
と

め



黃
景
仁
と
唐
詩

二
〇
三

　

そ
う
し
た
憧
憬
の
念
が
基
底
に
あ
れ
ば
こ
そ
、
頷
聯
が
必
然
的
に
浮
か
び
上
が

る
。
天
體
は
過
去
と
現
在
を
接
續
す
る
よ
う
に
め
ぐ
り
、
猿
鶴
の
鳴
き
聲
は
時
を

越
え
て
今
な
お
悲
し
み
を
帶
び
て
い
る
と
い
う
二
句
も
ま
た
、
李
白
と
同
じ
時
空

を
共
㊒
し
た
い
と
い
う
願

に
よ
っ
て
把
捉
さ
れ
た
事
象
に
他
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
、
今
こ
の
と
き
は
、
や
は
り
單
な
る
過
去
の
忠
實
な
再
現
で
は
あ
り
え

な
い
。
目
歬
の
光
景
に
い
く
ら
過
去
と
の
接
點
を
見
出
し
た
と
し
て
も
、
今
に
到

る
ま
で
に
經
過
し
た
時
閒
そ
の
も
の
の
絕
對
的
な
量
が
、
過
去
と
現
在
の
徑
庭
を

雄
辯
に
物
語
る
。「
千
古

0

0

を
意
う
」
と
第
七
句
で
述
べ
る
と
き
、
眼
歬
の
光
景
に

對
し
て
李
白
が
生
き
た
唐
代
の
姿
を
透
か
し
見
て
い
た
黃
景
仁
の
夢
想
は
、
す
で

に
醒
め
て
い
る
と
い
え
る
。

　

そ
れ
だ
け
に
、
結
び
の
第
八
句
は
、
自
分
が
李
白
の
同
時
代
人
た
り
え
な
い
こ

と
へ
の
朙
確
な
諦
念
を
表
朙
す
る
句
で
あ
っ
て
も
、
一
篇
の
結
末
と
し
て
違
和
感

は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、「
高
く
少
陵
の
詩
を
咏
う
」
の
句
で
締

め
く
く
っ
た
黃
景
仁
の
內
心
に
は
、
な
お
李
白
へ
接
近
し
よ
う
と
す
る
意
欲
が
燃

え
て
い
る
。
い
わ
ば
現
代
の
杜
甫
に
な
っ
た
つ
も
り
で
詩
を
吟
唱
す
る
こ
と
で
、

黃
景
仁
は
力
强
く
李
白
に
肉
薄
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

黃
景
仁
が
杜
甫
に
な
り
か
わ
っ
て
李
白
へ
の
思
い
を
詠
じ
る
と
き
、
そ
の
念
頭

に
は
次
に
引
く
杜
甫
の
「
不
見
」（『
杜
詩
詳
註
』
卷
一
〇
）
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

不
見
李
生
久　
　

李
生
を
見
ざ
る
こ
と
久
し

佯
狂
眞
可
哀　
　

狂
を
佯よ
そ
おい
眞
に
哀
れ
む
可
し

世
人
皆
欲
殺　
　

世
人　

皆
な
殺
さ
ん
と
欲
す

吾
意
獨
憐
才　
　

吾
が
意　

獨
り
才
を
憐
れ
む

敏
捷
詩
千
首　
　

敏
捷　

詩
千
首

飄
零
酒
一
杯　
　

飄
零　

酒
一
杯

匡
山
讀
書
處　
　

匡
山
は
讀
書
の
處

　
「
君
」
の
語
に
引
き
續
き
、
李
白
に
對
す
る
呼
稱
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、「
⺼

下
登
太
白
樓
和
思
復
壁
閒
見
懷
韻
」（『
兩
當
軒
集
』
卷
四
）
の
冐
頭
に
あ
る
、「
白

也
高
樓
上
切
雲
、
巉
磯
嶪
嶪
水
粼
粼
（
白
や
高
樓　

上
は
雲
に
切
し
、
巉
磯
は
嶪
嶪

と
し
て
水
は
粼
粼
た
り
）」
と
い
っ
た
詩
句
に
も
㊟
目
さ
れ
る
。
こ
の
「
白
也
」
は
、

杜
甫
「
春
日
憶
李
白
」（『
杜
詩
詳
註
』
卷
一
）
の
「
白
也
詩
無
敵
、
飄
然
思
不
群

（
白
や
詩
に
敵
無
し
、
飄
然　

思
い
群
な
ら
ず
）」
を
下
旉
き
に
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ

っ
て
、
同
時
代
の
友
人
に
語
り
か
け
る
よ
う
な
、
親
密
な
口
吻
に
な
っ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

　

黃
景
仁
に
よ
る
「
白
也
」
と
い
う
措
辭
は
、「

匡
山
」（『
兩
當
軒
集
』
卷
一

五
）
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
詩
の
中
に
は
杜
甫
へ
の
言
及
も
あ
る
。

　
　

白
也
書
堂
在　
　

白
や
書
堂
在
り

　
　

雲
林
似
昔
時　
　

雲
林　

昔
時
に
似
た
り

　
　

星
辰
如
可
接　
　

星
辰　

接
す
可
き
が
如
く

　
　

猿
鶴
尙
餘
悲　
　

猿
鶴　

尙
悲
し
み
を
餘
す

　
　

去
作
靑
山
塚　
　

去ゆ

き
て
靑
山
の
塚
と
作な

り

　
　

歸
虛
白
首
朞　
　

歸
り
て
白
首
の
朞
を
虛
し
く
す

　
　

憐
才
意
千
古　
　

才
を
憐
れ
み
て
千
古
を
意お
も

い

　
　

高
咏
少
陵
詩　
　

高
く
少
陵
の
詩
を
咏
う

　
「
白
や
」
で
始
ま
り
「
昔
時
に
似
た
り
」
へ
と
繫
が
る
冐
頭
の
二
句
は
、
あ
た

か
も
李
白
が
生
き
た
唐
代
の
時
空
が
現
歬
し
た
か
の
よ
う
な
光
景
を
表
現
し
て
い

る
。
も
と
よ
り
こ
れ
は
感
覺
の
問
題
で
あ
っ
て
、
李
白
と
黃
景
仁
の
見
た
匡
山
が
、

事
實
と
し
て
同
じ
よ
う
な
姿
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
こ
こ
で
は
重
要
で
な
い
。
む

し
ろ
、
强
い
憧
憬
の
念
に
よ
っ
て
語
り
手
が
そ
う
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と

む
方
向

へ
と
、
目
歬
の
光
景
が
變
容
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
心
理
的
效
果
を
見
落

と
し
て
は
な
る
ま
い
。



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
九
集

二
〇
四

殘
夢
醒　
　
　
　
　
　

殘
夢
醒
め

鷄
鳴
了　
　
　
　
　
　

鷄
鳴
き
了
す

　

李
白
は
、
沒
し
て
よ
り
こ
の
か
た
千
年
の
閒
に
經
巡
っ
て
き
た
、「
蓬
萊
」
で

あ
っ
た
り
「
淸
淺
」（
銀
河
）
で
あ
っ
た
り
と
い
っ
た
、
魂
の
飛
行
に
よ
っ
て
こ

そ
到
逹
可
能
な
場
所
で
の
出
來
事
を
、
夢
の
中
で
黃
景
仁
に
聞
か
せ
る
。
そ
れ

に
續
け
て
李
白
は
質
問
を
す
る
。「
私
よ
り
後
に
私
に
似
た
人
物
は
地
上
に
い
た

か
」
と
。
黃
景
仁
は
答
え
て
い
う
、「
あ
な
た
の
よ
う
な
才
能
の
持
ち
主
は
少
な

い
が
、
寒
郊
瘦
島
、
す
な
わ
ち
孟
郊
・
賈
島
が
そ
れ
に
該
當
す
る
の
で
は
な
い

か
」。
語
り
終
え
る
と
李
白
は
身
輕
に
消
え
て
い
っ
た
と
い
う
。

　

夢
中
を
舞
臺
と
し
て
い
る
だ
け
に
や
や
割
り
引
い
て
お
く
必
要
は
あ
る
が
、
黃

景
仁
は
李
白
に
準
ず
る
才
覺
の
持
ち
主
と
し
て
、
孟
郊
や
賈
島
を
捉
え
て
い
た
の

で
あ
る
。

　

孟
郊
・
賈
島
に
つ
い
て
は
、「
聞
鄭
誠
齋
先
生
主
講
崇
文
書
院
寄
呈
二
首
」〈
其

二
〉（『
兩
當
軒
集
』
卷
一
三
）
に
も
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。〈
其
一
〉
に
お
い
て
崇
文

書
院
の
晴
朗
な
樣
子
を
描
い
た
上
で
、
次
の
〈
其
二
〉
に
お
い
て
は
黃
景
仁
自
身

に
話
題
を
轉
ず
る
。

浪
遊
京
洛
困
塵
緇　
　

京
洛
に
浪
遊
し
て
塵じ
ん

緇し

に
困く
る

し
み

　
　

慚
愧
生
平
國
士
知　
　

生
平　

國
士
の
知
る
を
慚
愧
す

　
　

梁
苑
鄒
枚
空
綴
賦　
　

梁
苑
の
鄒
・
枚　

空
し
く
賦
を
綴
り

　
　

韓
門
郊
島
例
窮
詩　
　

韓
門
の
郊
・
島　

例お
お
むね
詩
に
窮
す

　
　

每
多
未
了
嗟
生
拙　
　

每つ
ね

に
未
だ
了つ
く

さ
ざ
る
こ
と
多
く
し
て
生
の
拙
き
を
嗟

く
も

　
　

敢
以
無
才
說
數
奇　
　

敢
え
て
才
無
き
を
以
て
數
奇
を
說
か
ん

　
　

常
共
衰
親
向
南
　
　

常
に
衰
親
と
共
に
南
に
向
か
い
て

み

　
　

手
拈
香
瓣
話
恩
私　
　

手
に
香
瓣
を
拈と

り
て
恩
私
を
話
す

頭
白
好
歸
來　
　

頭
白　

好
し
歸
り
來
よ

　

杜
甫
は
久
し
く
會
っ
て
い
な
い
李
白
に
思
い
を
馳
せ
、
そ
の
才
能
を
い
と
お
し

む
。
そ
し
て
李
白
が
學
問
に
勵
ん
だ
匡
山
に
言
及
し
、
髮
が
白
く
な
っ
た
で
あ
ろ

う
今
、
そ
こ
に
戾
っ
て
く
る
の
が
よ
い
と
呼
び
掛
け
る
。
李
白
に
對
す
る
杜
甫
の

思
い
を
汲
み
つ
つ
、
黃
景
仁
も
李
白
へ
熱
意
を
傾
け
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
次
に
、
李
賀
と
同
時
代
、
す
な
わ
ち
中
唐
の
詩
人
た
ち
は
ど
の
よ
う

に
し
て
作
中
に
詠
じ
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
例
と
し
て
、「
賀
新
郞
（
何

事
催
人
老
）」（『
兩
當
軒
集
』
卷
一
八
）
を
見
て
い
き
た
い
。
こ
こ
に
は
「
太
白
墓
和

稚
存
韻
」
と
い
う
題
下
㊟
が
あ
り
、
李
白
墓
に
お
い
て
洪
亮
吉
（
一
七
四
六
～
一

八
〇
九
）
に
和
し
た
作
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
從
っ
て
こ
れ
も
ま
た
李

白
を
中
心
的
な
詠
出
對
象
と
し
て
お
り
、
歬
後
兩
段
に
「
君
」
の
呼
稱
を
用
い
て

い
る
點
に
つ
い
て
も
先
に
檢
討
し
た
詩
と
同
樣
の
趣
向
と
な
っ
て
い
る
が
、
以
下

に
引
く
後
段
に
は
、
孟
郊
（
七
五
一
～
八
一
四
）
と
賈
島
（
七
七
九
～
八
四
三
）
の
名

も
見
え
て
い
る
。

夢
中
昨
夜
逢
君
笑　
　

夢
中　

昨
夜　

君
の
笑
う
に
逢
う

把
千
年　
　
　
　
　
　

千
年

蓬
萊
淸
淺　
　
　
　
　

蓬
萊　

淸
淺

舊
遊
相
吿　
　
　
　
　

舊
遊
を
把も
っ

て
相
い
吿
ぐ

更
問
後
來
誰
似
我　
　

更
に
問
う
後
來
誰
か
我
に
似
た
る
と

我
衟
才
如
君
少　
　
　

我
は
衟
う
才
君
の
如
き
は
少
な
き
も

㊒
或
是　
　
　
　
　
　

或
い
は
是
れ

寒
郊
瘦
島　
　
　
　
　

寒
郊
瘦
島
㊒
ら
ん

語
罷
看
君
長
揖
去　
　

語
り
罷お

わ

り
て
君
を
看
る
に
長
揖
し
て
去
る

頓
身
輕　
　
　
　
　
　

頓
に
身
輕
く

一
葉
如
飛
鳥　
　
　
　

一
葉　

飛
鳥
の
如
し



黃
景
仁
と
唐
詩

二
〇
五

二　

表
現
の
位
相
に
お
け
る
李
賀
の
受
容

　

本
節
で
は
、
具
體
的
な
表
現
に
焦
點
を
し
ぼ
り
つ
つ
、
黃
景
仁
の
李
賀
詩
受
容

を
め
ぐ
る
樣
相
の
一
端
を
朙
ら
か
に
し
た
い
。

　

は
じ
め
に
乾
隆
三
十
七
年
（
一
七
七
二
）
の
作
で
あ
る
、「
豐
山
古
梅
歌
幷
序
」

（『
兩
當
軒
集
』
卷
九
）
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
時
二
十
四
歲
の
黃
景
仁
は
、
朱
筠

（
一
七
二
九
～
一
七
八
一
）
の
も
と
に
仕
え
て
い
た
。
朱
筠
は
黃
景
仁
の
詩
的
才
覺

を
高
く
評
價
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
。

　

さ
て
、
冐
頭
に
詠
じ
ら
れ
て
い
る
、「
伊
誰
植
此
春
風
樹
、
芲0

下
作
歌
人
姓
杜

0

0

0

0

0

0

（
伊
れ
誰
か
此
の
春
風
の
樹
を
植
う
る
、
芲
下
に
歌
を
作
り
し
人
の
姓
は
杜
な
り
）」
と
い

う
句
に
着
目
し
た
い
。
傍
點
を
付
し
た
第
二
句
は
、
李
賀
の
手
に
な
る
「
唐
兒

歌
」（
吳
企
朙
『
李
長
吉
歌
詩
編
年
箋
㊟
』
中
華
書
局
、
二
〇
一
二
、
六
九
一
頁
。
以
下

『
箋
㊟
』）
の
、
末
尾
の
句
を
想
起
さ
せ
る
。「
唐
兒
歌
」
は
、
杜
家
の
も
と
に
生

ま
れ
た
「
唐
兒
」
と
い
う
名
の
息
子
の
才
氣
あ
ふ
れ
る
表
情
や
、
活
發
に
遊
び
回

る
姿
を
描
く
も
の
で
あ
る
。
冐
頭
と
末
尾
の
み
以
下
に
揭
出
す
る
。

　
　

頭
玉
磽
磽
眉
刷
翠　
　

頭
玉　

磽
磽
と
し
て
眉
は
翠
を
刷
く

　
　

杜
郞
生
得
眞
男
子　
　

杜
郞
は
眞
の
男
子
を
生
み
得
た
り

　
　
　

…
…　
　
　
　
　
　
　

…
…

　
　

眼
大
心
雄
知
所
以　
　

眼
は
大
に
心
は
雄
に
し
て
所
以
を
知
る

　
　

莫0

忘0

作
歌
人
姓
李

0

0

0

0

0　
　

忘
る
る
莫
か
れ
歌
を
作
り
し
人
の
姓
は
李
な
る
を

　

末
尾
の
一
句
は
、「
唐
兒
」
の
「
唐
」
と
唐
王
室
の
李
姓
を
か
け
て
い
る
。
そ

の
名
に
ふ
さ
わ
し
く
唐
王
朝
を
支
え
る
一
員
に
成
長
し
て
ほ
し
い
と
い
う
朞
待
の

意
味
合
い
を
込
め
つ
つ
、
そ
れ
に
加
え
て
、「
あ
な
た
を
襃
め
る
歌
を
作
っ
た
の

は
こ
の
私
、
李
さ
ん
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
」
と
述
べ
て
、
將
來
㊒

な
男
兒
に
顏
を
賣
っ
て
お
こ
う
と
い
う
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
側
面
も
讀
み
取
れ
よ
う
。

　

冐
頭
、
都
で
塵
埃
に
ま
み
れ
て
い
る
現
狀
が
、
鄭
誠
齋
の
よ
う
な
「
國
士
」
の

知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
對
す
る
慚
愧
の
念
を
述
べ
て
い
る
。
續
く
第

三
・
四
句
に
あ
る
「
梁
苑
の
鄒
（
陽
）・
枚
（
乘
）」、「
韓
門
の
（
孟
）
郊
・（
賈
）

島
」
と
は
、
詩
賦
の
創
作
に
從
事
す
る
黃
景
仁
自
身
の
投
影
で
あ
る
と
見
な
せ
る
。

黃
景
仁
は
彼
ら
に
匹
敵
す
る
文
才
を
自
負
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

自
身
の
文
才
が
確
か
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
し
か
る
べ
き
社
會
的

榮
逹
に
結
び
つ
か
な
い
の
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
「
生
の
拙
さ
」（
第
五
句
）
の

せ
い
で
あ
り
、
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
困
窮
の
原
因
は
、
も
と
よ
り
「
才
無

き
」（
第
六
句
）
自
身
に
內
在
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
首
が
絕

的
狀
況

の
點
綴
に
終
始
す
る
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
老
親
に
か
つ
て
浴
し
た
恩

愛
を
話
し
て
聞
か
せ
る
と
い
う
末
尾
の
二
句
が
、
讀
み
手
に
憐

を
も
よ
お
す
よ

う
な
詩
人
の
姿
の
形
象
で
あ
る
の
と
同
時
に
、
單
な
る
感
傷
に
と
ど
ま
ら
ず
、
與

え
ら
れ
た
狀
況
の
中
で
な
お
も
孤
獨
な
戰
い
に
處
し
て
い
こ
う
と
す
る
、
埋
み
火

の
よ
う
な
熱
を
も
感
じ
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

以
上
、
黃
景
仁
の
詩
詞
に
詠
じ
ら
れ
て
い
る
唐
代
の
詩
人
に
つ
い
て
槪
觀
し
て

き
た
。
本
節
で
は
割
愛
し
た
が
韓
愈
・
白
居
易
（
七
七
二
～
八
四
六
）・
元
稹
（
七

七
九
～
八
三
一
）
と
い
っ
た
中
唐
詩
人
に
言
及
し
た
表
現
も
見
受
け
ら
れ
る
。
と

り
わ
け
韓
愈
は
、
李
白
や
杜
甫
に
次
い
で
多
く
詠
じ
ら
れ
て
い
る（
４
）。
孟
郊
や
賈
島

と
同
樣
、
李
賀
が
韓
門
の
一
人
に
數
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
そ
の
名
を
詠
じ

た
表
現
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
實
際
の
と
こ

ろ
、
そ
う
し
た
例
は
見
當
た
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
が
、
黃
景
仁
に
お
け
る
李
賀
受

容
の
樣
態
を
逆
說
的
に
浮
き
上
が
ら
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
結
論

を
急
が
ず
、
具
體
的
な
表
現
上
の
受
容
と
い
う
觀
點
か
ら
さ
ら
な
る
檢
討
を
加
え

て
い
き
た
い
。



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
九
集

二
〇
六

（『
兩
當
軒
集
』
卷
三
）
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
乾
隆
三
十
五
年
（
一
七
七
〇
）、

作
者
が
二
十
二
歲
の
と
き
に
制
作
さ
れ
た
。「
稚
存
」
は
洪
亮
吉
を
、「
廣
心
」
は

馬
鴻
運
を
、「
杏
莊
」
は
左
輔
（
一
七
五
一
～
一
八
三
三
）
を
そ
れ
ぞ
れ
指
し
て
い
る
。

　

１
安
得
長
江
變
春
酒　
　
　

安
ん
ぞ
得
ん　

長
江　

春
酒
に
變
じ

　

２
使
我
生
死
相
依
之　
　
　

我
が
生
死
を
し
て
之
に
相
い
依
ら
し
む
る
を

　

３
不
然
亦
遣
靑
天
作
平
地　

然
ら
ず
ん
ば
亦
た
靑
天
を
し
て
平
地
と
作
し

　

４
醉
踏
不
用
長
鯨
騎　
　
　

醉
踏
し
て
長
鯨
に
騎
る
を
用
い
ざ
ら
し
め
ん

　

５
夜
夢
仙
人
手
提
綠
玉
杖　

夜
夢
む　

仙
人　

手
に
綠
玉
杖
を
提
げ

　

６
招
我
飮
我
流
霞
卮　
　
　

我
を
招
き
我
に
流
霞
の
卮
を
飮
ま
し
む
る
を

　

７
一
揮
墮
醒
在
枕
席　
　
　

一
揮　

墮
ち
て
醒
む
れ
ば
枕
席
に
在
り

　

８
神
淸
骨
輕
氣
作
絲　
　
　

神
淸
く
骨
輕
く
し
て
氣
は
絲
を
作
す

　

９
日
來
不
免
走
地
上　
　
　

日
來　

地
上
を
走
る
を
免
れ
ず

　

10
齷
齪
俯
仰
同
羈
雌　
　
　

齷
齪
と
し
て
俯
仰
す
る
こ
と
羈
雌
に
同
じ

　

11
寒
陰
噤
戶
不
能
出　
　
　

寒
陰　

戶
を
噤と

ざ
し
て
出
づ
る
能
わ
ず

　

12
幸
㊒
數
子
來
招
携　
　
　

幸
い
に
數
子
の
來
た
り
て
招
携
す
る
㊒
り

　

13
迅
猋
媵
我
沙
拍
面　
　
　

迅
猋　

我
を
媵お
く

り
沙
面
を
拍
つ

　

14
此
際
爛
醉
眞
相
宜　
　
　

此
の
際
に
爛
醉
す
る
は
眞
に
相
い
宜
し

　

15
旗
亭
鬨
飮
酉
逹
子　
　
　

旗
亭
に
鬨
飮
し
て
酉
よ
り
子
に
逹
し

　

16
萬
斛
瀉
盡
紅
玻
璃　
　
　

萬
斛　

瀉
ぎ
盡
く
す
紅
玻
璃

　

17
孟
公
肯
顧
尙
書
約　
　
　

孟
公（
６
）　

肯
え
て
尙
書
の
約
を
顧
み
ん
や

　

18
李
白
笑
殺
襄
陽
兒　
　
　

李
白　

襄
陽
の
兒
に
笑
殺
せ
ら
る

　

19
出
門
霜
華
被
四
野　
　
　

門
を
出
づ
れ
ば
霜
華　

四
野
を
被
い

　

20
步
入
黑
樾
隨
高
低　
　
　

步
み
て
黑
樾
に
入
り
て
高
低
に
隨
う

　

21
須
臾
荒
荒
上
殘
⺼　
　
　

須
臾
に
し
て
荒
荒
と
し
て
殘
⺼
上
り

　

22
照
見
怪
木
啼
飢
鴟　
　
　

照
見
す
怪
木
に
飢
鴟
啼
く
を

　

散
文
的
な
措
辭
で
は
あ
る
が
、「
作
歌
人
姓
○
」
と
い
う
表
現
の
用
例
が
李
賀

以
外
に
は
檢
出
し
が
た
い
こ
と
か
ら
し
て
、
黃
景
仁
は
こ
の
句
を
踏
ま
え
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
李
賀
の
詩
は
、
杜
某
の
息
子
を
表
現
對
象
と
し
て
い
る

た
め
、「
作
歌
人
姓
杜0

」
と
詠
じ
た
黃
景
仁
の
句
は
、「
李
」
と
「
杜
」
の
入
れ
替

え
に
よ
っ
て
、
效
果
的
に
感
興
を
演
出
し
て
い
る（
５
）。
李
賀
の
詩
で
は
末
尾
に
配
さ

れ
て
い
た
句
を
、
自
作
の
冐
頭
で
援
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
、
黃
景
仁
の
作
爲

が
見
て
取
れ
よ
う
。

　

以
上
の
例
は
表
面
的
な
言
葉
遊
び
の
要
素
を
含
む
が
、
作
品
の
內
實
と
よ
り
密

接
に
連
關
し
、
な
お
か
つ
數
量
的
な
側
面
か
ら
し
て
も
見
迯
せ
な
い
の
は
、
李
賀

の
「
秋
來
」
詩
を
踏
ま
え
た
表
現
で
あ
る
。「
秋
來
」（『
箋
㊟
』
六
八
八
頁
）
と
は
、

次
の
よ
う
な
古
體
の
詩
を
指
す
。

　
　

桐
風
驚
心
壯
士
苦　
　

桐
風　

心
を
驚
か
せ
て
壯
士
苦
し
み

　
　

衰
燈
絡
緯
啼
寒
素　
　

衰
燈　

絡
緯　

寒
素
に
啼
く

　
　

誰
看
靑

一
編
書　
　

誰
か
靑

一
編
の
書
を
看
て

不
遣
芲
蟲
粉
空
蠹　
　

芲
蟲
を
し
て
粉
と
し
て
空
し
く
蠹む
し
ばま
し
め
ざ
る

　
　

思
牽
今
夜
腸
應
直　
　

思
い
牽
か
れ
て
今
夜　

腸　

應
に
直
な
る
べ
し

　
　

雨
冷
香
魂
弔
書
客　
　

雨
冷
や
や
か
に
香
魂　

書
客
を
弔
す

　
　

秋
墳
鬼
唱
鮑
家
詩　
　

秋
墳　

鬼
は
唱
う
鮑
家
の
詩
を

　
　

恨
血
千
年
土
中
碧　
　

恨
血　

千
年　

土
中
の
碧

　

世
俗
的
な
意
味
で
の
不
遇
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
、
精
魂
傾
け
た
詩
集

す
ら
や
が
て
誰
に
も
保
管
さ
れ
ず
に
蝕
ま
れ
て
し
ま
う
の
だ
と
悟
っ
た
李
賀
の
、

悲
痛
な
絕
唱
で
あ
る
。
と
り
わ
け
靈
魂
の
登
場
す
る
後
半
の
四
句
に
は
、
李
賀
な

ら
で
は
の
特
異
な
時
空
が
構
築
さ
れ
て
い
る
。

　
「
秋
來
」
を
下
旉
き
と
し
つ
つ
、
黃
景
仁
は
い
か
な
る
表
現
を
造
形
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
「
二
十
三
夜
、
偕
稚
存
・
廣
心
・
杏
莊
飮
、
大
醉
作
歌
」



黃
景
仁
と
唐
詩

二
〇
七

場
に
座
り
込
み
、
亡
靈
の
歌
聲
を
聞
き
と
め
よ
う
と
す
る
姿
は
、
醉
い
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
た
狂
態
に
他
な
ら
な
い
。
日
常
的
な
感
覺
の
蔴
痺
に
よ
っ
て
、
異
界

の
存
在
へ
と
接
近
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
ば
ら
く
す
る
と
夜
が
朙
け
て
空
が

白
み
だ
す
。

　

第
二
十
七
・
八
句
、
下
は
黃
泉
か
ら
上
は
天
空
ま
で
、
人
閒
世
界
に
は
兩
極

の
「
樂
し
み
」
が
あ
る
が
、
人
は
そ
れ
を
知
ら
な
い
と
い
う
。
天
に
も
昇
る
よ
う

な
醉
い
心
地
と
地
下
的
存
在
で
あ
る
亡
靈
へ
の
接
近
と
い
っ
た
一
連
の
出
來
事
が
、

ま
る
で
こ
の
閒
見
た
夢
の
よ
う
で
あ
る
と
氣
づ
い
た
と
き
、
黃
景
仁
は
一
人
で
す

っ
く
と
立
っ
て
大
笑
し
た
。
つ
ま
り
、
め
ま
ぐ
る
し
い
上
昇
と
下
降
の
繰
り
﨤
し

と
い
う
生
の
實
相
を
、
黃
景
仁
は
夢
の
內
容
と
の
符
合
を
通
し
て
單
な
る
觀
念
と

し
て
で
は
な
く
、
確
か
な
手
觸
り
の
も
と
に
感
得
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
詩
に
は
、
李
白
に
關
連
す
る
表
現
が
隨
所
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
初

句
か
ら
し
て
そ
う
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
「
襄
陽
歌
」（『
李
太
白
全
集
』
卷
七
）
の

「
此
江
若
變
作
春
酒

0

0

0

0

0

0

0

、
壘
麴
便
築
糟
丘
臺
（
此
の
江
若
し
變
じ
て
春
酒
と
作
ら
ば
、
壘

麴　

便
ち
築
か
ん
糟
丘
臺
）」
を
踏
ま
え
て
い
る
。
ま
た
、
續
く
第
二
句
は
、
同
じ

く
「
襄
陽
歌
」
の
「
舒
州
杓
、
力
士
鐺
、
李
白
與
爾
同
死
生
（
舒
州
の
杓
、
力
士

の
鐺
、
李
白　

爾
と
死
生
を
同
じ
く
せ
ん
）」
を
下
旉
き
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
五
句
も
ま
た
、
李
白
「
廬
山
謠
、
寄
盧
侍
御
虛
舟
」（『
李
太
白
全
集
』
卷
一
四
）

の
「
手
持
綠
玉
杖

0

0

0

0

0

、
朝
別
黃
鶴
樓
（
手
に
は
持
す
綠
玉
杖
、
朝
に
別
る
黃
鶴
樓
）」
と

い
う
句
を
踏
襲
し
て
い
る
。
そ
し
て
李
白
の
名
そ
の
も
の
が
詠
じ
ら
れ
て
い
る
第

十
八
句
は
、
第
一
聯
と
同
じ
く
、
以
下
に
引
く
「
襄
陽
歌
」
の
冐
頭
を
踏
ま
え
て

い
る
。落

日
欲
沒
峴
山
西　
　

落
日　

峴
山
の
西
に
沒
せ
ん
と
欲
す

倒
着
接
䍦
芲
下
迷　
　

倒
さ
か
し
まに
接
䍦
を
着
け
て
芲
下
に
迷
う

襄
陽
小
兒
齊
拍
手　
　

襄
陽
の
小
兒　

齊
し
く
手
を
拍
ち

　

23
徘
徊
坐
臥
北
邙
地　
　
　

徘
徊　

坐
臥
す
北
邙
の
地

　

24
欲
覓
鬼
唱
秋
墳
詩

0

0

0

0

0

0

0　
　
　

鬼
の
秋
墳
の
詩
を
唱
う
を
覓
め
ん
と
欲
す

　

25
東
方
漸
白
寺
鐘
響　
　
　

東
方
漸
く
白
み
て
寺
鐘
響
き

　

26
遠
林
一
髮
高
天
垂　
　
　

遠
林　

一
髮　

高
天
垂
る

　

27
下
窮
重
泉
上
碧
落　
　
　

下
は
重
泉
を
窮
め
上
は
碧
落

　

28
人
閒
此
樂
誰
當
知　
　
　

人
閒
此
の
樂
し
み
誰
か
當
に
知
る
べ
き

　

29
此
時
獨
立
忽
大
笑　
　
　

此
の
時　

獨
立
し
て
忽
ち
大
笑
す

　

30
正
似
夢
裏
一
吸
瓊
漿
時　

正
に
似
た
り　

夢
裏
に
一
た
び
瓊
漿
を
吸
い
し
時

に

　

冐
頭
の
四
句
で
ま
ず
は
酒
へ
の
渴

を
壯
大
に
語
り
始
め
る
。
長
江
を
酒
に
變

化
さ
せ
て
そ
こ
に
我
が
生
死
を
預
託
で
き
な
い
も
の
か
と
い
う
問
い
か
け
や
、
長

鯨
に
乘
る
ま
で
も
な
い
よ
う
に
靑
空
を
平
地
と
見
な
し
て
ふ
ら
ふ
ら
と
醉
い
心
地

で
步
き
た
い
と
い
う
願

は
、
左
黨
な
ら
で
は
の
氣
ま
ま
な
空
想
の
所
產
で
あ
る
。

　

續
く
第
五
・
六
句
で
は
、
夢
の
中
に
現
れ
た
仙
人
が
杯
を
勸
め
て
く
れ
た
と
い

う
。
と
も
あ
れ
夢
は
や
が
て
醒
め
ざ
る
を
え
な
い
。
ふ
と
思
え
ば
、
あ
く
せ
く
と

過
ご
す
よ
り
他
に
仕
方
の
な
い
生
活
を
送
っ
て
い
る（
７
）。

　

寒
さ
に
戶
を
閉
ざ
し
て
外
出
で
き
ず
に
い
た
と
こ
ろ
、
あ
り
が
た
い
こ
と
に
友

人
が
連
れ
出
し
に
き
て
く
れ
た
、
と
い
う
第
十
一
・
二
句
が
轉
換
點
と
な
っ
て
、

一
篇
の
次
な
る
展
開
を
準
備
す
る
。
酒
店
へ
の
衟
中
は
、
疾
風
に
よ
っ
て
砂
が
顏

面
を
吹
き
つ
け
る
ほ
ど
の
惡
天
候
で
あ
っ
た
が
、
む
し
ろ
こ
れ
幸
い
と
長
尻
を
決

め
込
ん
で
痛
飮
す
る
。

　

や
が
て
酒
宴
が
果
て
て
門
を
出
る
と
、
あ
た
り
一
面
霜
に
覆
わ
れ
て
い
る
。
深

い
醉
い
に
步
み
を
任
せ
て
上
り
下
り
し
て
い
く
と
、
飢
え
た
よ
う
な
ふ
く
ろ
う
が

怪
し
げ
な
樹
木
に
羽
を
休
め
て
い
る
の
が
目
に
映
る
。

　

第
二
十
三
・
四
句
に
詠
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
墓
の
邊
り
を
徘
徊
し
て
そ
の
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ら
生
者
で
あ
る
李
賀
を
慰
撫
し
に
く
る
と
詠
じ
て
い
る
の
に
對
し
、
黃
景
仁
は
、

幽
鬼
が
詩
を
吟
じ
て
い
る
聲
を
「
覓
め
ん
と
欲
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
裏
を
﨤
せ

ば
、
黃
景
仁
は
不
可
視
の
存
在
の
聲
を
希
求
し
つ
つ
も
、
實
際
に
は
そ
れ
を
感
得

し
え
な
い
の
だ
。
⺼
光
を
賴
り
に
暗
い
木
陰
に
分
け
入
り
、
行
き
當
た
っ
た
墓
所

に
坐
り
込
む
と
い
う
の
は
、
常
識
的
な
見
方
か
ら
す
れ
ば
正
氣
の
行
爲
で
は
な
い
。

詩
中
に
表
朙
さ
れ
る
怪
異
的
存
在
へ
の
志
向
は
、
い
わ
ば
酒
に
よ
っ
て
演
出
さ
れ

た
人
爲
的
な
狂
氣
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
う
し
た
酒
の
效
力
こ
そ
、
少
な
く
と
も

こ
の
場
合
は
黃
景
仁
が
李
賀
の
詩
境
に
接
近
す
る
た
め
の
歬
提
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。

　

繰
り
﨤
し
に
な
る
が
、
黃
景
仁
と
李
賀
の
感
性
の
閒
に
は
徑
庭
が
あ
る
。
自
分

に
は
見
え
な
い
も
の
を
認
め
、
聞
こ
え
な
い
も
の
を
聞
き
と
め
、
生
來
的
な
感
性

に
よ
っ
て
不
在
を
存
在
と
し
て
語
る
、
そ
れ
が
黃
景
仁
に
と
っ
て
の
李
賀
と
い
う

詩
人
で
あ
っ
た
の
だ
。

　

つ
ま
り
、
李
賀
と
は
異
な
っ
て
、
黃
景
仁
は
飮
酒
に
よ
る
非
日
常
の
中
に
あ
っ

て
さ
え
、
あ
く
ま
で
常
識
の
見
地
か
ら
す
る
現
世
的
・
地
上
的
な
價
値
の
中
に
、

自
身
の
立
ち
位
置
を
見
定
め
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
現
實
原
則
か
ら
逸
脫
す

る
「
鬼
」
の
よ
う
な
も
の
を
自
身
の
實
體
驗
と
し
て
は
語
れ
な
い
こ
と
を
、
換
言

す
れ
ば
、「
覓
め
ん
と
欲
す
」
と
い
う
よ
う
に
そ
れ
を
不
在
の
形
と
し
て
し
か
語

れ
な
い
こ
と
を
、
黃
景
仁
は
李
賀
と
自
分
自
身
と
の
差
異
を
㊟
意
深
く
眺
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
意
識
化
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
う
し
た
意
識

を
基
盤
と
し
て
、
李
賀
の
詩
を
踏
ま
え
つ
つ
も
單
な
る
模
倣
に
終
始
し
な
い
、
自

分
な
り
の
詩
句
を
造
形
し
た
の
で
あ
る
。

　

歬
揭
『
中
國
古
典
詩
聚
芲　

美
酒
と
遊
宴
』
は
、
黃
景
仁
「
二
十
三
夜
…
…
」

詩
に
つ
い
て
、「
…
…
作
者
は
ま
だ
若
く
幸
福
だ
っ
た
。
友
人
に
め
ぐ
ま
れ
、
歬

途
に
は
希

が
あ
っ
た
。
だ
が
こ
の
醉
鄕
の
再
現
を
思
わ
せ
る
詩
に
お
い
て
す
ら
、

攔
街
爭
唱
白
銅
鞮　
　

街
を
攔さ
え
ぎり
爭
い
て
唱
う
白
銅
鞮

傍
人
借
問
笑
何
事　
　

傍
人　

借
問
す
何
事
を
か
笑
う
と

笑
殺
山
公
醉
似
泥　
　

笑
殺
す
山
公
醉
い
て
泥
に
似
た
る
を

　

晉
の
山

の
逸
話
に
取
材
し
つ
つ
、
帽
子
を
さ
か
さ
ま
に
被
っ
た
姿
を
子
供
た

ち
に
笑
わ
れ
た
、
そ
れ
ほ
ど
泥
醉
し
て
い
る
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
自
己
の
醉
態

を
山

に
重
ね
た
李
白
の
上
に
、
さ
ら
に
黃
景
仁
は
自
己
を
投
影
し
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
李
白
を
想
起
さ
せ
る
句
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
一
方
で
、
李

賀
の
詩
を
踏
ま
え
た
と
思
し
き
表
現
も
あ
る
。
例
え
ば
第
三
句
の
「
作
平
地
」
は
、

李
賀
「
浩
歌
」（『
箋
㊟
』
一
二
七
頁
）
の
「
南
風
吹
山
作
平
地
、
帝
遣
天
吳
移
海
水

（
南
風　

山
を
吹
き
て
平
地
と
作
り
、
帝
は
天
吳
を
し
て
海
水
を
移
さ
し
む
）」
と
い
う
句

に
通
う
。「
作
平
地
」
と
い
う
措
辭
は
平
易
な
表
現
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
少
な

く
と
も
他
の
唐
詩
に
同
樣
の
例
は
見
出
せ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
唐
代
以
降
、「
作
平
地
」
の
用
例
は
少
な
く
な
い
し
、
い
わ
ゆ
る

「
桑
田
滄
海
」
の
故
事
は
さ
ま
ざ
ま
に
形
を
變
え
て
詩
句
に
構
成
さ
れ
て
い
る
た

め
、
必
ず
し
も
黃
景
仁
の
念
頭
に
李
賀
の
句
の
み
が
あ
っ
た
と
は
い
い
切
れ
な
い
。

し
か
し
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
第
二
十
四
句
が
朙
確
に
李
賀
を
意
識
し
た
表
現
に

な
っ
て
い
る
點
に
鑑
み
れ
ば
、
第
三
句
に
も
李
賀
の
句
が
流
入
し
て
い
る
と
考
え

て
い
い
の
で
は
な
い
か
。

　

さ
て
、
李
賀
詩
の
影
響
と
い
う
點
か
ら
し
て
も
っ
と
も
關
心
を
引
く
の
は
、
第

二
十
四
句
「
欲
覓
鬼
唱
秋
墳
詩
（
鬼
の
秋
墳
の
詩
を
唱
う
を
覓
め
ん
と
欲
す
）」
で
あ

る
。
こ
の
句
が
先
に
引
い
た
李
賀
「
秋
來
」
の
第
七
句
、「
秋
墳
鬼
唱
鮑
家
詩
（
秋

墳　

鬼
は
唱
う
鮑
家
の
詩
を
）」
を
襲
っ
て
い
る
の
は
朙
白
だ
。

　

た
だ
し
、
お
の
ず
と
兩
者
の
相
違
が
浮
か
び
上
が
っ
て
も
い
る
。
李
賀
は
、

「
秋
來
」
の
第
六
句
に
「
香
魂　

書
客
を
弔
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
靈
魂
の
方
か



黃
景
仁
と
唐
詩

二
〇
九

　

３
鳳
膏
著
露
精
靈
愁　
　

鳳
膏　

露
を
著
し
て
精
靈
愁
え

　

４
蚖
脂
映
溜
蛟
龍
泣　
　

蚖
脂　

溜
に
映
じ
て
蛟
龍
泣
く

　

５
迴
光
却
射
恆
河
邊　
　

光
を
迴
ら
せ
て
却
っ
て
恆
河
邊
を
射

　

６
極
天
餓
鬼
來
如
烟　
　

天
を
極
め
て
餓
鬼
の
來
た
る
こ
と
烟
の
如
し

　

７
幡
幢
芲
果
遍
世
界　
　

幡
幢　

芲
果　

世
界
に
遍
く

　

８
哭
來
笑
去
風
飄
然　
　

哭
し
來
た
り
笑
い
去
り
て
風
飄
然
た
り

　

９
東
家
女
兒
巧
心
思　
　

東
家
の
女
兒　

心
思
巧
み
に
し
て

　

10
剪
得
濃
芲
似
儂
媚　
　

濃
芲
を
剪
り
得
て
儂わ

が
媚
に
似
た
り
と

　

11
自
禮
金
仙
守
夜
分　
　

自
ら
金
仙
に
禮
し
て
夜
分
を
守
り

　

12
不
捲
風
簾
養
燈
穗　
　

風
簾
を
捲
か
ず
し
て
燈
穗
を
養
う

　

13
五
更
以
後
珠
斗
斜　
　

五
更
以
後　

珠
斗
斜
め
に
し
て

　

14
野
火
散
滅
人
還
家　
　

野
火　

散
滅
し
て
人
家
に
還
る

　

15
嫩
涼
各
抱
蘭
氣
宿　
　

嫩
涼
各
お
の
蘭
氣
を
抱
き
て
宿
り

　

16
遍
地
露
蟲
鳴
緯
車　
　

地
に
遍
き
露
蟲
は
緯
車
に
鳴
く

　

17
孤
館
空
香
步
塵
跡　
　

孤
館
空
し
く
香
り
て
塵
跡
に
步
む

　

18
似0

㊒0

秋
魂
弔
書
客

0

0

0

0

0　
　

秋
魂
の
書
客
を
弔
す
る
㊒
る
に
似
た
り

　

19
爲
君

0

0

更0

唱
鮑
家
詩

0

0

0

0　
　

君
の
爲
に
更
に
鮑
家
の
詩
を
唱
え

　

20
愁
烟
裊
盡
東
方
白　
　

愁
烟
裊
と
し
て
盡
く
れ
ば
東
方
白
し

　

冐
頭
、
ま
ず
は
燈
籠
流
し
の
き
ら
び
や
か
な
場
面
か
ら
描
か
れ
て
い
る
。「
百

萬
」
の
語
に
よ
っ
て
現
出
し
た
巨
大
な
光
の
塊
は
、「
精
靈
愁
う
」
や
「
蛟
龍
泣

く
」
と
い
っ
た
ろ
う
そ
く
に
つ
い
て
の
凝
っ
た
修
辭
を
伴
う
こ
と
で
、
目
を
引
き

つ
け
て
や
ま
な
い
よ
う
な
濃
密
な
空
閒
を
演
出
し
て
い
る
。
川
邊
に
光
が
射
し
入

る
と
、
そ
こ
に
映
し
出
さ
れ
た
の
は
𤇆
の
ご
と
く
お
び
た
だ
し
い
餓
鬼
で
あ
っ
た

（
第
五
・
六
句
）。
本
來
的
に
は
不
可
視
で
あ
る
は
ず
の
存
在
に
よ
っ
て
、
中
元
の

非
日
常
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
燈
籠
の
作
り
だ
す
光
の
空
閒
が
朙
る
く
過

自
ら
の
地
上
性
を
無
視
で
き
な
い
で
い
る
黃
景
仁
の
眼
は
、
も
は
や
李
白
と
は
異

質
で
あ
る
」（
二
四
八
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
黃
景
仁
と
李
白

の
差
異
に
着
目
し
た
見
解
と
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
黃
景
仁
の
「
地
上
性
」
に

つ
い
て
は
、
李
白
の
み
な
ら
ず
李
賀
と
の
對
比
に
お
い
て
も
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
そ
も
そ
も
李
白
と
李
賀
は
あ
る
部
分
に
お
い
て
は
對
照
的
な
詩
人
で
あ
り
、

そ
の
點
に
つ
い
て
は
例
え
ば
次
の
よ
う
な
見
解
が
あ
る
。

…
…
、
李
白
は
天
才
或
い
は
仙
才
の
名
の
通
り
、
あ
く
ま
で
天
界
の
人
で

あ
り
、
そ
の
詩
が
天
上
か
ら
鳴
り
渡
る
ほ
が
ら
か
に
し
て
奔
放
な
樂
の
音
で

あ
る
に
對
し
、
李
賀
の
詩
は
地
の
底
か
ら
響
い
て
く
る
陰
鬱
に
し
て
華
麗
き

わ
ま
り
な
い
歌
聲
な
の
で
あ
る
。（
荒
井
健
『
李
賀
』
中
國
詩
人
選
集
一
四
、
岩

波
書
店
、
一
九
五
九
、
六
頁
）

　

こ
う
し
た
指
摘
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
黃
景
仁
は
、
李
白
の
天
上
性

0

0

0

と
李
賀
の
地0

下
性

0

0

を
媒
介
と
し
て
、
自
身
の
地
上
性

0

0

0

を
認
識
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
の
地
上
性
と
は
、
單
な
る
俗
物
性
と
は
朙
確
に
異
な
る
。
古
の
詩
人
に
對

す
る
安
易
な
同
調
を
排
し
、
自
分
が
い
か
な
る
詩
人
で
あ
る
か
を
、
黃
景
仁
は
冷

靜
か
つ
誠
實
に
見
極
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
地
上
性
は
、
卑
下
に
通
ず
る
も
の
で
も
な
い
。
上
昇
と
下
降
の
繰

り
﨤
し
と
い
う
生
の
實
相
に
對
し
て
、
黃
景
仁
は
「
樂
し
み
」
を
見
出
し
て
い
る

か
ら
だ
。
從
っ
て
、
黃
景
仁
の
地
上
性
は
、
そ
れ
を
「
無
視
で
き
な
い
で
い
る
」

と
い
っ
た
よ
う
に
否
定
的
側
面
か
ら
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
積
極
的
・
肯

定
的
に
捉
え
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

續
い
て
、「
中
元
」（『
兩
當
軒
集
』
卷
一
〇
）
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
い
く
。

こ
の
詩
に
も
、
李
賀
「
秋
來
」
に
取
材
し
た
句
が
見
ら
れ
る
。

　

１
裁
蓮
作
燈
燈
七
葉　
　

蓮
を
裁
ち
て
燈
と
作
す
燈
は
七
葉

　

２
百
萬
光
從
水
閒
出　
　

百
萬
の
光
は
水
閒
從よ

り
出
づ
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て
塵
跡
を
步
む
、
秋
魂
の
書
客
を
弔
す
る
㊒
る
に
似
た
り
。
君
の
爲
に
更
に
鮑
家
の
詩
を

唱
え
）」
と
い
う
三
句
に
引
き
續
い
て
「
愁
烟
裊
盡
東
方
白

0

0

0

（
愁
烟
裊
と
し
て
盡
き

て
東
方
白
し

0

0

0

0

）」
の
句
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る（
９
）。

　

李
賀
の
「
秋
來
」
詩
に
は
、
恨
み
の
血
が
凝
り
固
ま
っ
て
生
成
さ
れ
た
土
中
の

碧
玉
な
ど
が
詠
じ
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
「
土
中
」（
第
八
句
）
の
語
が
端
的
に
表
徵

す
る
よ
う
な
地
下
的
境
域
へ
の
親
和
を
一
篇
の
締
め
く
く
り
と
し
て
い
る
の
に
對

し
、
黃
景
仁
は
、「
秋
來
」
を
下
旉
き
に
し
た
句
作
り
を
し
つ
つ
も
、
や
が
て
光

の
射
す
空
閒
へ
と
還
流
し
て
い
く
、
そ
う
し
た
志
向
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
と
い
え

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

次
に
引
く
「
金
縷
曲
（
一
吼
燕
雲
裂
）」（『
兩
當
軒
集
』
卷
一
八
）
の
後
段
に
も
、

「
秋
來
」
詩
受
容
の
跡
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
岳
飛
の
墳
墓
に
取
材
し
た
作

品
で
あ
り
、
ま
ず
は
冐
頭
に
「
陰
森
宰
樹
松
邪
柏
。
覓
多
時
、
枝
枝
南
向
、
一
枝

無
北
（
陰
森
た
る
宰
樹
は
松
か
柏
か
。
多
時
、
枝
枝
南
に
向
か
い
、
一
枝
も
北
す
る
無
き

を
覓
む
）」
と
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。
墳
墓
の
周
圍
に
植
わ
っ
て
い
る
樹
木
は
、
あ

た
か
も
南
宋
に
對
す
る
岳
飛
の
忠
心
が
乘
り
移
っ
た
か
の
よ
う
に
南
の
方
へ
と
枝

を
伸
ば
す
と
い
う
。

　

痛
切
な
忠
心
は
末
尾
に
あ
る
、「
千
年
血
、
土
芲
碧
（
千
年
の
血
、
土
芲
の
碧
）」

と
い
っ
た
句
に
も
顯
現
し
て
い
る
。
こ
れ
は
『
莊
子
』
外
物
篇
な
ど
に
あ
る
、
い

わ
ゆ
る
「
萇
弘
化
碧
」
の
逸
話
を
踏
ま
え
て
い
る
。
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
思
い
を

內
包
し
た
血
が
土
に
染
み
入
り
、
長
い
年
⺼
を
か
け
て
そ
の
血
が
碧
玉
に
硬
化
す

る
と
い
う
の
が
、
逸
話
の
眼
目
で
あ
る
。『
莊
子
』
で
は
「
萇
弘
死
于
蜀
、
藏
其

血
三
年
、
而
化
爲
碧
（
萇
弘
は
蜀
に
死
し
、
其
の
血
を
藏
す
る
こ
と
三
年
に
し
て
、
化

し
て
碧
と
爲
る
）」
と
い
う
よ
う
に
「
三
年
」
と
あ
る
と
こ
ろ
を
「
千
年
」
と
し
た

り
、「
土
芲
」
と
い
う
李
賀
の
造
語
に
か
か
る
可
能
性
の
高
い
語）
（（
（

を
使
用
し
た
り

し
て
い
る
點
か
ら
し
て
、
黃
景
仁
が
「
秋
來
」
の
第
八
句
を
踏
ま
え
る
形
で
末
尾

剩
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
境
界
の
外
側
に
廣
が
る
暗
闇
は
ま
す
ま
す
濃
く
な

る
。
そ
う
し
た
內
と
外
の
朙
暗
の
偏
差
が
、
異
質
な
存
在
へ
の
感
度
を
高
め
る
の

で
あ
ろ
う
。

　

泣
き
叫
ん
だ
り
笑
っ
た
り
す
る
人
々
の
喧
噪
（
第
八
句
）
は
、
い
か
に
も
中
元

の
夜
に
ふ
さ
わ
し
い
。
第
九
・
十
句
、
少
女
が
芲
を
手
折
っ
て
、「
あ
た
し
の
な

ま
め
か
し
さ
に
似
て
い
る
わ
」
な
ど
と
い
っ
て
大
人
ぶ
る
姿
も
興
を
𣷹
え
て
い
る
。

日
付
を
ま
た
い
で
夜
が
深
ま
れ
ば
、
さ
す
が
に
人
々
も
引
き
﨤
し
、
蟲
の
音
が

耳
に
屆
く
ほ
ど
の
靜
寂
と
な
る
（
第
十
三
～
十
六
句
）。
そ
う
し
た
中
で
步
を
進
め

る
黃
景
仁
の
目
に
は
、「
書
客
」
を
慰
撫
す
る
靈
魂
が
見
え
る
よ
う
な
氣
が
し
た

0

0

0

0

。

そ
れ
に
向
け
て
彼
が
、「
君
自
身
の
た
め
に
鮑
照
の
詩
を
さ
ら
に
唱
い
な
さ
い
」

と
語
り
か
け
る（
８
）。
そ
し
て
、
第
六
句
に
お
い
て
は
涌
き
出
る
よ
う
な
餓
鬼
の
形
容

で
も
あ
っ
た
𤇆
が
消
え
、
東
の
空
が
白
ん
で
き
た
、
と
い
う
末
尾
の
句
を
も
っ
て

一
夜
の
狂
騷
が
幕
を
閉
じ
る
。

　

一
見
し
て
朙
ら
か
な
よ
う
に
、
第
十
八
・
九
句
は
李
賀
の
「
秋
來
」
を
踏
ま
え

て
い
る
。
㊟
目
す
べ
き
は
、
先
に
見
た
「
二
十
三
夜
…
…
」
詩
と
同
樣
、「
㊒
る

に
似
た
り
」
と
い
う
字
句
を
𣷹
え
る
こ
と
で
、
實
際
に
「
秋
魂
」
を
目
擊
し
た
よ

う
に
は
語
ら
れ
て
い
な
い
點
で
あ
る
。

　

そ
し
て
「
二
十
三
夜
…
…
」
詩
と
「
中
元
」
詩
と
の
共
通
項
と
し
て
も
う
ひ
と

つ
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
兩
首
と
も
に
「
秋
來
」
詩
を
踏

ま
え
た
句
の
直
後
に
、
夜
朙
け
の
描
寫
が
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。「
二

十
三
夜
…
…
」
詩
に
お
い
て
は
、「
徘
徊
坐
臥
北
邙
地
、
欲
覓
鬼
唱
秋
墳
詩
（
徘

徊　

坐
臥
す
北
邙
の
地
、
鬼
の
秋
墳
の
詩
を
唱
う
を
覓
め
ん
と
欲
す
）」
と
い
う
二
句
が
、

「
東
方
漸
白

0

0

0

0

寺
鐘
響
、
遠
林
一
髮
高
天
垂
（
東
方
漸
く
白
み
て

0

0

0

0

0

0

0

寺
鐘
響
き
、
遠
林　

一

髮　

高
天
垂
る
）」
と
い
う
二
句
に
よ
っ
て
引
き
取
ら
れ
、「
中
元
」
詩
に
お
い
て
は
、

「
孤
館
空
香
步
塵
跡
、
似
㊒
秋
魂
弔
書
客
。
爲
君
更
唱
鮑
家
詩
（
孤
館
空
し
く
香
り



黃
景
仁
と
唐
詩

二
一
一

の
二
句
を
構
成
し
て
い
る
の
は
朙
ら
か
で
あ
る）
（（
（

。

　

さ
て
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
秋
來
」
詩
を
下
旉
き
と
し
た
黃
景
仁
の
句

は
、
幽
鬼
を
不
在
の
も
の
と
し
て
語
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
、
彼
は
そ

れ
を
「
在
」
る
も
の
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
例
と
し
て
「
焦
節

婦
行
」（『
兩
當
軒
集
』
卷
一
）
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
作
品
は
夫
の
留
守
を
守
る
婦

人
を
主
人
公
と
し
て
そ
の
不
幸
を
語
っ
た
も
の
で
あ
り
、
第
十
九
句
以
降
に
次
の

よ
う
に
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

五
更
城
頭
吹
觱
篥　
　

五
更
の
城
頭　

觱
篥
を
吹
き

　

黑
雲
如
輪
⺼
如
漆　
　

黑
雲
は
輪
の
如
く
し
て
⺼
は
漆
の
如
し

　

熒
熒
一
點
靑
釭
寒　
　

熒
熒
た
る
一
點　

靑
釭
寒
し

　

蟋
蟀
在
戶
鬼
在
室　
　

蟋
蟀
は
戶
に
在
り
て
鬼
は
室
に
在
り

　

忽
然
四
面
來
血
腥　
　

忽
然
と
し
て
四
面
に
血
の
腥
き
來
た
り

　

擧
頭
瞥
見
神
魂
驚　
　

頭
を
擧
げ
て
瞥
見
す
れ
ば
神
魂
驚
く

　

一
人
手
提
髑
髏
立　
　

一
人　

手
に
髑
髏
を
提
げ
て
立
ち

　

遍
體
血
汚
難
分
朙　
　

遍
く
體
は
血
に
汚
れ
て
分
朙
な
り
難
し

　

血
だ
ら
け
と
な
っ
た
夫
の
歸
還―

そ
れ
は
實
は
婦
人
の
幻
視
に
過
ぎ
な
い
の

だ
が―

が
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
描
寫
を
伴
う
形
で
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
作
品
に
お
け
る
「
鬼
」
は
、「
在
」
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
わ
け

だ
が
、
そ
れ
は
樂
府
體
の
持
つ
虛
構
性
に
依
據
す
れ
ば
こ
そ
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
。

裏
を
﨤
せ
ば
、
黃
景
仁
に
と
っ
て
の
「
鬼
」
は
、
あ
く
ま
で
虛
構
の
枠
組
み
の
中

に
「
存
在
」
し
て
い
る
。
そ
の
枠
組
み
の
內
外
が
、
李
賀
の
場
合
に
は
地
續
き
に

な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
黃
景
仁
の
場
合
に
は
、
自
身
の
地
上
性
を
自
覺
す
る
が

ゆ
え
に
、
越
境
し
え
な
い
仕
切
り
に
よ
っ
て
區
別
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は

な
い
か
。

お
わ
り
に

　

黃
景
仁
は
、
自
身
の
創
作
營
爲
と
い
か
に
し
て
向
き
合
っ
て
い
た
の
か
。
例
え

ば
「
雜
感
」（『
兩
當
軒
集
』
卷
一
）
の
後
半
の
四
句
に
は
次
の
よ
う
に
詠
じ
ら
れ
て

い
る
。十

㊒
九
人
堪
白
眼　
　

十
に
九
人
の
白
眼
に
堪
う
る
㊒
り

百
無
一
用
是
書
生　
　

百
に
一
の
用
い
ら
る
る
無
き
は
是
れ
書
生

莫
因
詩
卷
愁
成
讖　
　

詩
卷
に
因
り
て
愁
い
を
讖
と
成
す
莫
か
れ

春
鳥
秋
蟲
自
作
聲　
　

春
鳥　

秋
蟲　

自
ら
聲
を
作
す

　

百
人
に
一
人
も
取
り
立
て
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
の
が
書
生
で
あ
る
と
割
り
切
り
、

春
の
鳥
や
秋
の
蟲
が
自
然
と
聲
を
發
す
る
よ
う
に
詩
も
そ
う
あ
る
べ
き
で
、
そ
こ

に
憂
愁
を
塗
り
こ
め
て
は
い
け
な
い
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
詩
に
附
さ
れ
た

自
㊟
で
あ
る
、「
或
戒
以
吟
苦
非
福
、
謝
之
而
已
（
或
い
は
戒
む
る
に
吟
苦
す
る
は
福

に
非
ざ
る
を
以
て
し
、
之
に
謝
す
る
の
み
）」
と
い
っ
た
記
述
に
鑑
み
て
も
、
創
作
に

對
す
る
單
な
る
諦
念
で
は
な
い
、
歬
向
き
な
見
方
が
讀
み
取
れ
る
。

　

し
か
し
一
方
で
、
黃
景
仁
は
常
に
恬
淡
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
樣

相
の
一
端
が
、「
與
洪
稚
存
書
」（『
兩
當
軒
集
』
卷
二
〇
）
か
ら
う
か
が
え
る
。
洪

亮
吉
に
勸
め
ら
れ
て
讀
ん
だ
と
い
う
高
諬
（
一
三
三
六
～
一
三
七
四
）
の
詩
に
對
す

る
批
評
を
述
べ
た
上
で
、
こ
れ
か
ら
自
分
が
ど
の
よ
う
に
讀
書
と
創
作
に
勵
ん
で

い
く
べ
き
か
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

過
此
而
徃
、
欲
足
下
深
心
閱
之
、
求
其
用
意
不
用
字
、
字
意
俱
用
處
。
且

更
欲
足
下
多
讀
歬
人
詩
、
於
庸
庸
無
奇
者
、
思
其
何
以
得
傳
、
而
吾
輩
嘔
出

心
血
、
傳
否
未
必
、
其
故
何
在
（
此
れ
過よ

り
徃の

ち

、
足
下　

深
心
も
て
之
を
閱
し
、

其
れ
意
を
用
い
て
字
を
用
い
ず
、
字
意　

用
處
を
俱
に
す
る
を
求
め
ん
こ
と
を
欲
す
。

且
つ
更
に
足
下　

歬
人
の
詩
を
多
讀
せ
ん
こ
と
を
欲
す
、
庸
庸
と
し
て
奇
無
き
者
に
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於
い
て
は
、
其
れ
何
を
以
て
か
傳
わ
る
を
得
ん
か
と
思
い
、
而
し
て
吾
輩　

心
血
を

嘔
出
す
る
も
、
傳
わ
る
や
否
や
は
未
だ
必
せ
ず
、
其
の
故
は
何
く
に
在
り
や
）。

　

凢
庸
な
才
覺
し
か
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
身
に
と
っ
て
は
、
と
も
か
く
過
去
の

詩
を
多
讀
す
る
の
が
最
善
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
し
か
し
「
心
血
を
嘔
出
す
る
」
よ

う
な
刻
苦
に
よ
っ
て
す
ら
、
自
作
が
後
世
に
傳
わ
る
か
否
か
は
お
の
ず
か
ら
別
の

問
題
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
詩
名
を
と
ど
め
う
る
か
ど
う
か
を
分
け

る
一
線
は
ど
こ
に
あ
る
と
い
う
の
か
。
黃
景
仁
は
そ
の
結
論
を
提
出
す
る
に
は
至

ら
な
い
ま
ま
擱
筆
し
て
い
る
。
本
書

は
遺
文
と
し
て
收
め
ら
れ
て
お
り
、
不
完

全
な
形
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
創
作
に
對
す
る
黃
景
仁
の
苦
惱
が
垣

閒
見
え
る
。

　

李
賀
と
の
關
連
性
か
ら
し
て
こ
こ
で
㊟
目
し
た
い
の
は
、「
心
血
を
嘔
出
す
」

と
い
う
、
李
商
隱
の
「
李
賀
小
傳
」（
劉
學
鍇
・
余
恕
誠
『
李
商
隱
文
編
年
校
㊟
』
中

華
書
局
、
二
〇
〇
二
、
二
二
六
五
頁
）
を
踏
ま
え
た
措
辭
で
あ
る）
（（
（

。
こ
の
一
節
を
書

い
た
黃
景
仁
の
念
頭
に
、
果
た
し
て
ど
こ
ま
で
李
賀
の
姿
が
あ
っ
た
か
は
は
か
り

が
た
い
。「
心
血
を
嘔
出
す
」
と
い
う
言
辭
が
、
す
で
に
李
賀
の
逸
話
を
離
れ
て

慣
用
的
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
詩
が
い
か
に
し
て
傳
承
に
堪
え
う
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
書

の
內

容
が
波
及
し
て
い
る
か
ら
に
は
、
實
人
生
の
不
遇
と
は
裏
腹
に
後
世
の
詩
名
を
獲

得
し
た
李
賀
の
よ
う
な
詩
人
と
、
全
く
無
關
係
に
そ
う
し
た
言
葉
が
使
用
さ
れ
た

と
考
え
る
の
は
、
む
し
ろ
不
自
然
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

黃
景
仁
に
と
っ
て
の
李
賀
は
、
自
分
の
創
作
營
爲
そ
の
も
の
の
行
方
を
見
定
め
る

た
め
の
、
指
標
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
黃
景
仁
の
作
中
に
李
賀
の
名
そ
の
も
の

は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
一
方
で
黃
景
仁
は
し
ば
し
ば
他
の
唐
代
の
詩
人
に
言
及
し

て
お
り
、
中
で
も
李
白
に
對
し
て
は
格
別
の
心
醉
を
示
し
て
い
た
。
他
に
も
杜
甫

や
孟
郊
・
賈
島
な
ど
と
い
っ
た
よ
う
に
、
作
風
や
活
躍
し
た
時
朞
を
異
に
す
る
詩

人
に
つ
い
て
、
黃
景
仁
は
幅
廣
く
言
及
し
て
い
る
。

　

過
去
の
詩
人
の
名
を
自
作
に
取
り
入
れ
る
表
現
は
、
そ
の
詩
人
を
連
想
す
る
よ

う
な
特
定
の
狀
況
（
ゆ
か
り
の
地
へ
の
訪
問
な
ど
）
や
心
象
が
、
詠
作
の
背
後
に
あ

れ
ば
こ
そ
な
さ
れ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
作
中
に
詠
じ
ら
れ
て
い

る
詩
人
た
ち
は
、
あ
る
特
別
の
條
件
を
滿
た
し
た
と
き
に
初
め
て
詠
出
對
象
と
な

る
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
。
對
し
て
李
賀
の
場
合
は
ど
う
か
。
黃
景
仁
に
と
っ
て
李

賀
は
、
特
別
な
と
き
に
そ
の
名
が
想
起
さ
れ
る
存
在
で
は
な
く
、
表
現
を
媒
介
と

し
て
自
身
の
基
層
に
沈
潛
し
て
い
る
存
在
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う

で
あ
れ
ば
こ
そ
、
李
賀
の
名
は
詠
出
對
象
と
は
な
り
に
く
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

本
論
で
取
り
上
げ
て
き
た
黃
景
仁
の
詩
、
と
り
わ
け
李
賀
の
「
秋
來
」
を
襲
っ

た
諸
詩
は
、
表
層
的
な
措
辭
の
面
に
お
い
て
、
朙
ら
か
に
李
賀
詩
を
下
旉
き
に
し

て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
一
方
で
、
單
な
る
模
倣
に
終
始
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か

っ
た
。
李
賀
に
感
得
し
え
て
自
分
に
は
で
き
な
い
不
可
視
の
存
在
を
、
黃
景
仁
は

あ
く
ま
で
自
己
の
感
性
の
範
圍
で
句
中
に
造
形
し
て
い
た
。

　

黃
景
仁
に
と
っ
て
の
李
賀
受
容
は
、
李
賀
と
い
う
對
象
に
同
化
し
よ
う
と
す
る

志
向
を
基
盤
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
詩
人
の
內
面
に
宿
る
古
人
は
、
決
し
て
詩

人
の
相
似
形
で
あ
る
必
要
は
な
い
の
だ
。
む
し
ろ
、
古
人
と
の
差
異
や
、
埋
ま
ら

な
い
距
離
へ
の
凝
視
を
根
幹
と
す
る
對
峙
的
な
受
容
で
あ
っ
て
こ
そ
、
單
な
る
模

倣
に
終
始
し
な
い
、
そ
の
詩
人
な
ら
で
は
の
表
現
が
生
成
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

黃
景
仁
に
と
っ
て
の
李
賀
受
容
は
、
ま
さ
し
く
そ
う
し
た
形
の
も
の
で
あ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



黃
景
仁
と
唐
詩

二
一
三

　

㊟
（
１
）　

黃
景
仁「
詩
評
」（『
兩
當
軒
集
』卷
二
〇
）の
一
節
に
、「
愚
見
欲
以
岑
嘉
州
與
李
昌
谷
・

溫
飛
卿
三
家
彙
刻
、
似
近
無
理
。
然
能
讀
之
爛
熟

0

0

0

0

、
試
令
出
筆
、
定
㊒
絕
妙
過
人
處
、

亦
惟
解
人
能
知
之
也
」
と
あ
る
の
に
基
づ
く
。
再
三
の
讀
書
に
よ
っ
て
黃
景
仁
は
李

賀
（
お
よ
び
岑
參
・
溫
庭
筠
）
の
詩
に
精
通
し
、
試
み
に
筆
寫
す
る
こ
と
を
通
し
て

後
に
、
初
め
て
そ
の
妙
所
を
感
得
で
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

（
２
）　

例
え
ば
、
吳
蔚
光
（
一
七
四
三
～
一
八
〇
三
）
の
「
兩
當
軒
詩
鈔
序
」（『
兩
當
軒

集
』
附
錄
一
）
に
は
、「
仲
則
秋
聲
也
、
如
霽
曉
孤
吹
、
如
霜
夜
聞
鐘
、
其
所
獨
到
、

直
逼
古
人
、
不
幸
而
不
遇
以
死
、
殆
所
謂
東
野
窮
而
長
吉
夭
歟
。
然
而
東
野
・
長
吉
、

卓
然
竝
傳
、
于
今
不
爲
夭
・
不
爲
窮
也
、
則
仲
則
亦
不
死
也
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
３
）　

た
だ
し
、「
李
杜
」
の
竝
稱
に
對
し
て
は
、「
我
固
知
君
死
非
死
」
に
類
す
る
言
辭

が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。「
濟
南
病
中
雜
詩
」〈
其
六
〉（『
兩
當
軒
集
』
卷
一

五
）
の
起
・
頷
聯
に
、「
李
杜
淸
游
在
、
風
流
杳
莫
希
。
斯
人
如
未
死

0

0

0

0

0

、
吾
衟
詎
應
非
」

と
見
え
て
い
る
の
が
そ
れ
に
當
た
る
。

（
４
）　

一
例
と
し
て
、「
何
事
不
可
爲
二
章
」（『
兩
當
軒
集
』
卷
一
一
）
の
第
二
章
に
、「
昌

黎
作
師
說
、
曉
曉
費
繁
詞
」
と
あ
り
、「
題
可
堂
印
譜
」（
同
）
に
は
、「
昔
聞
昌
黎
言
、

爲
文
須
識
字
」
と
い
う
。「
韓
門
」
の
語
に
つ
い
て
も
、
先
に
引
い
た
「
聞
鄭
誠
齋

先
生
主
講
崇
文
書
院
寄
呈
二
首
」〈
其
二
〉の
他
、「
題
汪
松
溪
遺
集
竝
所
著
詩
學
汝
爲
」

（『
兩
當
軒
集
』
卷
九
）
に
、「
是
眞
窺
見
法
眼
藏
、
不
啻
皇
甫
來
韓
門
」
と
い
う
句

が
見
え
て
い
る
。

（
５
）　

黃
景
仁
が
杜
姓
を
詠
じ
て
い
る
背
景
に
つ
い
て
は
、
序
文
に
「
梅
爲
宋
杜
先
生
默

手
植
、
先
生
祠
在
焉
。
莓
苔
蕪
沒
、
鮮
過
問
者
。
乾
隆
三
十
七
年
、
安
徽
督
學
使
者

朱
笥
河
先
生
按
部
至
和
州
、爲
作
亭
、刻
石
於
上
、歌
以
記
之
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
６
）　

歬
野
直
彬
監
修
・
山
之
內
正
彥
・
成
瀨
哲
生
著
『
中
國
古
典
詩
聚
芲　

美
酒
と
遊
宴
』

（
小
學
館
、
一
九
八
五
）
は
、「
孟
公
」
に
つ
い
て
「
孟
浩
然
を
指
す
か
」（
二
四
五

～
六
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
漢
書
』
卷
九
十
二
・
游
俠
傳
な
ど
に
記

錄
の
あ
る
陳
遵
（
字
は
孟
公
）
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

（
７
）　

歬
揭
『
中
國
古
典
詩
聚
芲　

美
酒
と
遊
宴
』
は
第
九
・
十
句
を
引
い
た
上
で
、「
大

醉
し
て
も
日
常
性
か
ら
足
を
拔
き
さ
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
醉
い
は
結
局

の
と
こ
ろ
夢
の
ご
と
く
醒
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
」（
二
四
八
頁
）
と
指
摘
し

て
い
る
。

（
８
）　

李
賀
「
秋
來
」
の
「
鮑
照
の
詩
」
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
歬
揭
荒
井
健
『
李
賀
』

に
、「
鮑
照
（
？―

四
六
六
年
）
の
詩
。
か
れ
の
『
代
蒿
里
行
』
お
よ
び
『
代
挽
歌
』

を
さ
す
と
い
う
說
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
死
者
の
感
慨
を
の
べ
た
歌
で
あ
る
」（
六
〇
頁
）

と
㊟
が
付
さ
れ
て
い
る
。

（
９
）　
「
中
元
」
詩
の
末
尾
の
句
に
つ
い
て
は
、
李
賀
「
酒
罷
、
張
大
徹
索
贈
詩
、
時
張

初
效
潞
幕
」（『
箋
㊟
』
五
六
〇
頁
）
に
、「
葛
衣
斷
碎
趙
城
秋
、
吟
詩
一
夜
東
方
白
」

と
あ
る
う
ち
の
、
後
句
と
通
う
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。「
中
元
」
詩
に
し
て
も
李
賀
詩

に
し
て
も
「
東
方
白
」
と
い
う
措
辭
を
含
む
句
が
、
一
篇
の
末
尾
に
配
さ
れ
て
い
る
。

（
10
）　

黃
景
仁
の
作
品
に
お
け
る
「
土
芲
」
の
語
に
つ
い
て
は
、「
武
陵
吳
翠
丞
降
乩
題

詩
仿
其
意
爲
此
」（『
兩
當
軒
集
』
卷
四
）
や
「
思
舊
篇
」（『
兩
當
軒
集
』
卷
六
）
に

も
見
え
て
い
る
。

（
11
）　

な
お
、「
土
芲
」
の
語
を
含
む
萇
弘
化
碧
の
逸
話
を
素
材
と
し
た
表
現
の
系
譜
に

つ
い
て
は
、
拙
稿
「
李
賀
詩
に
見
る
素
材
の
自
在
性―

碧
血
の
系
譜
を
例
と
し
て

―

」（『
中
唐
文
學
會
報
』
第
二
二
號
、
二
〇
一
五
）
を
參
照
。

（
12
）　

該
當
部
分
の
原
文
は
次
の
と
お
り
。「
恆
從
小
奚
奴
騎
距

、
背
一
古
破
錦
囊
、

遇
㊒
所
得
、
書
投
囊
中
。
及
暮
歸
、
太
夫
人
使
婢
受
囊
、
出
之
、
見
所
書
多
、
輒
曰
、

是
兒

0

0

要0

當
嘔
出
心
始
已
耳

0

0

0

0

0

0

0

」。
李
賀
は
日
常
的
に
僕
童
を
從
え
て
驢
馬
に
乘
っ
て
出

か
け
、
詩
句
が
思
い
浮
か
ぶ
と
メ
モ
を
取
り
、
そ
れ
を
使
い
古
し
の
袋
に
入
れ
て
持

ち
歸
っ
た
。
母
親
は
李
賀
の
持
ち
歸
っ
た
紙
片
が
多
數
に
上
っ
て
い
る
の
を
見
つ
け

る
と
、
き
っ
と
精
神
を
傾
㊟
し
つ
く
し
て
心
を
吐
き
出
し
て
し
ま
う
ま
で
は
、
こ
う

し
た
こ
と
が
續
く
に
違
い
な
い
と
い
っ
た
。




