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⺼
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瀑
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六
〇

は
じ
め
に

　

中
國
古
典
詩
の
持
つ
「
妙
處
」
い
わ
ゆ
る
味
わ
い
は
、
も
っ
と
論
理
的
に
說
朙

で
き
る
部
分
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
、
吉
川
幸

次
郞
氏
は
早
く
も
昭
和
二
十
年
歬
後
に
、
そ
の
實
踐
と
し
て
王
昌
齡
の
詩
を
例
に

詳
細
な
論
證
を
試
み
て
い
る（
１
）。

　

吉
川
氏
は
、
王
昌
齡
詩
の
「
暗
示
含
蓄
」
を
成
立
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
そ
こ

に
用
い
ら
れ
た
言

と
言

と
が
何
如
に
論
理
的
な
つ
な
が
り
を
持
た
さ
れ
て
い

る
か
を
で
き
得
る
限
り
論
理
的
に
分
析
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
說
く
。

も
と
よ
り
、
詩
人
が
か
う
し
た
論
理
を
先
行
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
言

を

選
ん
だ
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
詩
人
は
よ
り
多
く
直
觀
に
よ
っ
て
、
言

を

つ
ら
ね
て
ゐ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
直
觀
に
よ
っ
て
到
逹
し
た
言

は
、
論

理
の
追
跡
に
た
へ
る
だ
け
の
緊
密
さ
を
も
っ
て
ゐ
る
。
…
（
中
略
）
…
王
氏

の
詩
の
か
う
し
た
傾
向
は
、
作
者
自
身
に
於
い
て
も
自
覺
さ
れ
た
價
値
で
あ

っ
た
か
と
考
へ
る
。
作
者
は
、
自
ら
の
言

が
論
理
の
追
跡
を
受
け
る
こ
と

を
豫
朞
し
、
且
つ
そ
の
追
跡
に
堪
へ
得
る
こ
と
を
自
負
し
、
且
つ
そ
の
自
負

に
そ
む
か
ぬ
や
う
努
力
を
拂
っ
て
ゐ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
放
恣
な
直
觀

に
の
み
賴
ら
ず
に
、
論
理
に
よ
る
驗
算
を
、
加
へ
て
ゐ
た
や
う
に
思
は
れ
る
。

…
（
中
略
）
…
さ
う
し
て
そ
れ
は
、
ひ
と
り
王
昌
齡
ば
か
り
で
な
く
、
ひ
ろ

く
中
國
の
詩
の
成
立
す
る
過
程
と
し
て
、
常
に
存
在
す
る
段
階
の
や
う
に
思

は
れ
る
。

續
け
て
吉
川
氏
は
、
中
國
の
文
化
の
性
質
の
う
ち
、
こ
う
し
た
「
甚
し
く
主
智
的

な
面
」
は
「
そ
の
文
學
に
も
㊒
力
に
顯
現
」
し
て
お
り
、
ま
た
「
わ
が
國
人
か
ら

は
見
の
が
さ
れ
易
い
」
と
も
指
摘
す
る
。

　

こ
の
指
摘
を
踏
ま
え
る
と
、
中
國
古
典
詩
の
持
つ
味
わ
い
は
、
こ
れ
ま
で
古
今

の
享
受
者
（
す
な
わ
ち
讀
者
）
に
よ
っ
て
無
意
識
下
で
味
得
さ
れ
つ
つ
も
、
論
理

的
に
分
析
さ
れ
言
語
化
さ
れ
る
機
會
は
存
外
少
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ

れ
は
多
數
の
讀
者
の
目
を
經
て
き
た
は
ず
の
㊒
名
な
詩
に
お
い
て
も
同
樣
で
あ
ろ

う
。
あ
る
い
は
そ
れ
が
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
一
應
の
解
釋
が
爲
さ

れ
る
の
み
で
、
無
意
識
下
で
味
得
さ
れ
て
き
た
で
あ
ろ
う
曖
昧
さ
を
伴
う
味
わ
い

の
部
分
に
つ
い
て
は
、
論
理
的
な
分
析
が
爲
さ
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
吉
川
氏
の
言
う
「
論
理
の
追
跡
」
が
爲
さ
れ
る
べ
き
詩

が
、
㊒
名
な
作
品
に
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

筆
者
は
、
吉
川
氏
に
も
導
か
れ
た
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
、
中
國
古
典

李
白
詩
の
解
釋
の
可
能
性

　
　

―

李
白
「

廬
山
瀑
布
二
首
」
其
二
を
例
と
し
て―

�

宮
下
聖
俊



李
白
詩
の
解
釋
の
可
能
性

六
一

①
「
香
爐
」
は
廬
山
を
構
成
す
る
一
峰
で
あ
る
「
香
爐
峰
」
を
意
味
し
て
お

り
、
起
句
で
「
香
爐
峰
」
の
靄
を
「
香
爐
」
か
ら
立
ち
上
る
「
𤇆
」
に
見0

立
て

0

0

て
表
現
し
て
い
る
。

②
「
川
」
や
「
銀
河
」
と
い
っ
た
水
平
方
向
の
も
の
を
、
垂
直
方
向
の
運
動

に
置
き
換
え
て
い
る
。

③
歬
半
二
句
は
遠
く
か
ら
眺
め
る
視
點
か
ら
、
後
半
二
句
は
瀧
に
近
づ
い
て

行
っ
て
眞
下
か
ら
見
上
げ
る
視
點
か
ら

か
れ
て
い
る
。

「
①
」
の
「
見
立
て

0

0

0

」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
詩
を
紹
介
す
る
多
く
の
論
者（
３
）が
言
及

す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
「
②
」
や
「
③
」
に
言
及
し
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
瀧
の

疾
走
感
や
壓
倒
感
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
、
と
す
る
論
者（
４
）も
い
る
。

　

筆
者
は
、
こ
れ
ら
の
見
方
と
お
お
む
ね
方
向
を
同
じ
く
す
る
。
し
か
し
微
妙
に

見
方
を

に
す
る
。
そ
し
て
そ
の

な
る
と
こ
ろ
を
論
理
的
に
分
析
す
る
こ
と

が
本
論
の
目
的
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、「
①
」
は
主
に
起
句
に
關
わ
る
問
題
で
あ

り
、「
②
」「
③
」
は
主
に
承
句
以
降
に
關
わ
る
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え

て
、
ま
ず
は
起
句
、
次
に
承
句
、
そ
し
て
最
後
に
詩
全
體
の
構
造
へ
と
順
次
檢
討

を
加
え
て
い
き
た
い
。

二　

起
句　

幻
想
を
呼
び
込
む
「
紫
烟
」

　

起
句
の
「
香
爐
」
は
香
爐
峰
だ
け
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に

香
爐
峰
を
も
意
味
し
て
い
よ
う
が
、
い
わ
ゆ
る
「
見
立
て

0

0

0

」
以
上
に
、
實
際
の
机

上
の
「
香
爐
」
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

突
飛
な
論
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
可
能
性
は
あ
る
。
そ
こ

か
ら
立
ち
上
る
も
の
と
し
て
「
紫
𤇆
」
が
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
筆
者
は

こ
れ
ら
に
關
す
る
論
證
を
す
で
に
二
本
の
別
稿
に
お
い
て
行
っ
て
い
る
。
以
下
、

順
を
追
っ
て
述
べ
て
い
き
た
い
。

詩
の
持
つ
味
わ
い
を
、
も
っ
と
論
理
的
に
分
析
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

例
え
ば
「
放
恣
な
直
觀
」
を
多
分
に
含
ん
で
い
そ
う
な
李
白
の
詩
が
持
つ
、
汲

ん
で
も
汲
み
き
れ
ぬ
ほ
ど
の
味
わ
い
を
、
も
う
一
步
踏
み
込
ん
で
論
理
的
に
追
跡

す
る
餘
地
も
ま
だ
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

一　

問
題
提
起

　

李
白
詩
の
中
で
人
口
に
膾
炙
し
た
作
品
を
幾
つ
か
擧
げ
る
と
し
て
、
そ
の
う
ち

の
一
つ
に
「
廬
山
の
瀑
布
を

む
二
首
（「

廬
山
瀑
布
二
首
」）」
其
二
を
含
め
る

こ
と
に

論
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
詩
は
廬
山
の
瀑
布
の
雄
大
さ
が

表
現
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
も
、
こ
の
詩
の
古
今
の
讀
者
が
誰
も

論
を
挾

ま
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
雄
大
さ
が
ど
の
よ
う
に

0

0

0

0

0

工
夫
さ
れ
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
、

と
い
う
點
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
見
た
と
こ
ろ
檢
討
の
餘
地
が
殘
さ
れ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
凝
縮
さ
れ
た
絕
句
の
言

が
、
一
面
的
な
意
味
で
受
け
取
ら
れ
見
過

ご
さ
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

で
は
當
該
詩
全
體
を
見
よ
う
。「
廬
山
の
瀑
布
を

む
二
首
（

廬
山
瀑
布
二

首
）」（
郁
氏
『
校
㊟
』
二
六
三
一
頁
）（

２
）の
特
に
㊒
名
な
「
其
二
」
で
あ
る
。

１�

日
照
香
爐
生
紫
𤇆
、　　

日�

香
爐
を
照
ら
し�

紫
𤇆�

生
じ
、

２�

遙
看
瀑
布
挂
長
川
。　　

遙
か
に
瀑
布
を
看
れ
ば�

長
川
を
挂
く
。

３�

飛
流
直
下
三
千
尺
、　　

飛
流�

直
下�

三
千
尺
、

４�

疑
是
銀
河

九
天
。　　

�

疑
ふ
ら
く
は
是
れ�

銀
河
の
九
天
よ
り

つ
る

か
と
。

　

こ
の
詩
を
例
と
し
て
、
李
白
詩
の
解
釋
の
可
能
性
を
探
り
た
い
。

　

廬
山
の
瀑
布
の
雄
大
さ
が
ど
の
よ
う
に

0

0

0

0

0

工
夫
さ
れ
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
言
及

す
る
先
行
硏
究
を
槪
觀
す
れ
ば
、
槪
ね
次
の
三
點
に
整
理
で
き
る
。
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一
集

六
二

　

そ
の
準
備
と
し
て
、
李
白
詩
に
お
け
る
「
紫
𤇆
」
の
も
つ
機
能
に
つ
い
て
、

「
白
雲
」
と
の
差

を
も
と
に
論
證
し
た
の
が
も
う
一
本
の
別
稿
「
幻
想
的
世
界

を
呼
び
込
む
李
白
の
「
紫
𤇆
」―

李
白
「

廬
山
瀑
布
二
首
」
其
二
の
「
新
た
な

解
釋
」
の
た
め
に―

」（
７
）で
あ
る
。
槪
略
は
次
の
通
り
。

　

本
來
「
香
爐
峰
」
と
と
も
に
「
𤇆
」
を
用
い
る
こ
と
は
、
李
白
在
世
當
時
の
常

識
の
範
圍
で
あ
っ
た
。
し
か
し
李
白
は
こ
の
詩
で
、
そ
の
常
識
の
枠
に
則
り
つ

つ
、
た
だ
の
「
𤇆
」
で
は
な
く
「
紫
𤇆
」
を
用
い
る
こ
と
で
、
獨
自
の
表
現
に
仕

立
て
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

　

な
ぜ
そ
う
考
え
ら
れ
る
の
か
。
李
白
に
と
っ
て
「
紫
𤇆
」
は
特
別
に
機
能
し
得

る
言

で
あ
り
、
こ
の
詩
で
も
そ
の
機
能
を
存
分
に
活
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
香
爐
峰
は
廬
山
を
構
成
す
る
多
く
の
峰
の
一
つ
で
あ
り
、
廬
山

は
、
周
知
の
ご
と
く
名
歬
の
由
來
か
ら
し
て
も
隱
者
や
仙
人
と
關
わ
り
の
深
い
地

で
あ
る
。
そ
し
て
隱
者
や
仙
人
と
緣
の
深
い
詩
語
と
言
え
ば
、
本
來
は
「
白
雲
」

の
は
ず
で
あ
る（
８
）。
し
た
が
っ
て
、「
廬
山
」（
の
一
峰
で
あ
る
香
爐
峰
）
に
は
「
白

雲
」
こ
そ
が
似
合
う
と
言
え
る
。
と
こ
ろ
が
李
白
は
こ
の
詩
で
、「
白
雲
」
で
は

な
く
、
何
故
か
「
紫
𤇆
」
を
用
い
て
い
る
。

　

な
ぜ
た
だ
の
「
𤇆
」
で
も
「
白
雲
」
で
も
な
く
、「
紫
𤇆
」
な
の
か
。
脚
韻
の

都
合
を
ひ
と
ま
ず
措
く
と
し
て
、『
廣
韻
』
に
よ
れ
ば
「
白●

雲⃝

」
も
「
紫●

𤇆⃝

」

も
、
ど
ち
ら
も
同
じ
く
「
仄●

平⃝

」（
９
）で
あ
り
、
平
仄
の
違
い
か
ら
使
い
分
け
て
い
る

譯
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
詩
が
七
言
絕
句
で
あ
る
以
上
、
偶
數
句
末
の
「
川
」
字
・

「
天
」
字
と
第
一
句
末
の
「
𤇆
」
字
は
基
本
的
に
は
押
韻
す
る
都
合
も
あ
ろ
う
。

し
か
し
た
だ
の
「
𤇆
」
で
は
、
常
識
の
範
圍
に
と
ど
ま
っ
た
表
現
に
收
ま
っ
て
し

ま
う
。
李
白
は
こ
の
足
か
せ
と
も
言
え
る
條
件
を
、「
紫
𤇆
」
を
用
い
る
こ
と
で

　

そ
も
そ
も
「
見
立
て

0

0

0

」
に
つ
い
て
は
、
李
白
が
香
爐
峰
を
「
香
爐
」
と
詩
中
に

詠
み
込
み
、
そ
こ
に
「
香
爐
」
と
關
わ
り
の
あ
る
「
紫
𤇆
」
を
配
置
し
た
と
こ
ろ

に
李
白
の
文
學
的
な
工
夫
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
筆
者
も

論
が
無

い
。
し
か
し
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
見
立
て

0

0

0

」
に
つ
い
て
の
理
解
に
近
年
問
題
が
生

じ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
と
そ
の
原
因
と
を
論
證
し
た
の
が
別
稿
「「
香
爐
峰
」

と
い
う
名
に
對
す
る
從
來
の
解
釋
の
檢
討―

李
白
「

廬
山
瀑
布
二
首
」
其
二
の

新
し
い
解
釋
の
た
め
に―

」（
５
）で
あ
る
。
槪
略
は
次
の
通
り
。

　

近
年
、
こ
の
「
見
立
て

0

0

0

」
は
次
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る（
６
）。

・
香
爐
峰
は
本
來
は
香
爐
と
形0

し
か
似
て
い
な
い
が
、
い
ま
は
た
ま
た
ま
靄

が
か
か
っ
て
い
て
ま
る
で
香
爐
の
よ
う
で
あ
る
。

・
峰
の
名
歬
も
ち
ょ
う
ど
「
香
爐
」
峰
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
ふ
た
つ
を
掛
け

0

0

て
、
本
物
の
香
爐
の
よ
う
に
峰
か
ら
𤇆
が
立
ち
上
っ
て
い
る
と
い
う
見
立

0

0

て0

と
し
て
表
現
し
よ
う
。

そ
し
て
、
こ
れ
が
李
白
の
文
學
的
な
工
夫
で
あ
る
、
と
。

　

し
か
し
筆
者
は
、『
文
選
』
李
善
㊟
に
引
か
れ
た
「（
慧
）
遠
法
師
『
廬
山
記
』」

の
記
述
な
ど
に
據
っ
て
、
李
白
が
こ
の
詩
を
詠
ん
だ
當
時
、「
香
爐
峰
」
は
そ
の

形0

と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
い
つ
も
香
爐
の
𤇆
の
よ
う
な
靄
や
雲
を
漂
わ
せ
て
い

る
か
ら
こ
そ
「
香
爐
峰
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
常
識
だ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
、
と
結
論
づ
け
た
。
す
な
わ
ち
「
香
爐
峰
」
と
「
香
爐
」、
そ

し
て
そ
こ
に
立
ち
上
る
「
𤇆
」
の
關
係
は
、
近
年
理
解
さ
れ
て
い
る
意
味
で
の
見0

立
て

0

0

と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

別
稿
で
は
、
何
と
何
が
い
か
な
る
關
係
で
「
見
立
て
」
が
成
立
し
、
や
が
て
そ

の
關
係
が
い
か
に
取
り
違
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
、
諸
㊟
な
ど
を
比
較
檢
討

し
て
檢
證
す
る
に
留
ま
っ
た
が
、
本
論
で
は
そ
の
先
に
つ
い
て
、
す
な
わ
ち
李
白

の
當
該
詩
を
ど
う
理
解
す
べ
き
か
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。



李
白
詩
の
解
釋
の
可
能
性

六
三

や
虹
を
踏
み
な
が
ら
進
ん
で
行
く
よ
う
に
な
り
（「
5�

三
十
六
峰
長
周
旋
。
6�

長
周

旋
、
7�

躡
星
虹
」）、
つ
い
に
は
空
を
飛
ぶ
龍
に
跨
が
り
風
の
う
な
り
を
耳
に
し
な

が
ら
黃
河
を
橫
ぎ
り
海
を
ま
た
い
で
天
に
ま
で
到
る
（「
8�

身
騎
飛
龍
耳
生
風
、
9�

橫
河
跨
海
與
天
通
」）
と
、「
元
丹
丘
」
が
現
實
的
世
界
の
中
で
、
徐
々
に
現
實
離

れ
の
度
合
い
を
增
し
た
行
動
を
し
て
い
く
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
う
し
た
こ
と
は
現
實
に
は
起
こ
り
得
な
い
。
し
か
し
李

白
は
こ
の
詩
に
お
い
て
、
現
實
に
は
起
こ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
ふ
ま
え
て
比

喩
的
に
表
現
す
る
、
と
い
う
態
度
で
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
さ
も
當
然
の

よ
う
に
、
現
實
的
世
界
の
側
に
幻
想
的
世
界
が
現
れ
出
て
い
る
よ
う
に
表
現
し
て

い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
幻
想
の
始
ま
り
で
あ
る
「
嵩
山
の
高
い
峰
（
嵩
岑
）」

に
李
白
は
「
紫
𤇆
」
を
漂
わ
せ
、
詩
全
體
の
虛
構
性
・
幻
想
性
に
富
ん
だ
世
界
觀

を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る）
（（
（

。

　

こ
れ
に
對
し
て
「
白
雲
」
は
、
例
え
ば
「
杜
秀
才
の
五
松
山
に
て
贈
ら
る
る
に

答
ふ
（
答
杜
秀
才
五
松
山
見
贈
）」（
凢
四
十
一
句
・
郁
氏
『
校
㊟
』
二
三
七
〇
頁
）
の
結

び
の
五
句
で
次
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

37�

一
時
相
逢
樂
在
今
、　　

一
時
相
逢
ふ�

樂
し
み�

今
に
在
り
、

38�

袖
拂
白
雲

0

0

開
素
琴
、　　

袖
は
白
雲

0

0

を
拂
っ
て
素
琴
を
開
く
、

39�

彈
爲
三
峽
流
泉
音
。　　

彈
じ
て
三
峽
流
泉
の
音
を
爲
す
。

40�

從
茲
一
別
武
陵
去
、　　

茲
れ
よ
り
一
た
び
別
れ
て�

武
陵
に
去
れ
ば
、

41�

去
後
桃

春
水
深
。　　

去
り
て
後�

桃

�

春
水�

深
し
。

「
あ
な
た
と
逢
う
樂
し
み
は
今
こ
の
ひ
と
と
き
に
あ
る
か
ら
、（
お
目
に
か
か
っ
た

時
に
は
）
漂
う
白
雲

0

0

を
袖
で
拂
い
（
和
し
て
く
れ
る
人
を
慾
し
て
い
た
わ
た
し
は
）
餝

り
の
な
い
琴
を
取
り
出
し
、
か
の
阮
咸
が
三
峽
流
泉
と
名
づ
け
た
曲）
（（
（

を
彈
じ
よ

う
。
／
お
別
れ
し
て
例
の
武
陵
（
の
桃
源
鄕
）
へ
と
わ
た
し
が
去
っ
て
し
ま
え
ば
、

桃
の

び
ら
浮
か
ぶ
春
の
流
れ
は
深
く
、
あ
と
を
追
い
か
け
て
こ
よ
う
と
し
て
も

獨
自
の
表
現
へ
と
轉
換
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

先
述
し
た
通
り
、
押
韻
の
都
合
さ
え
な
け
れ
ば
、
平
仄
か
ら
は
使
い
分
け
る
必

要
は
な
い
「
白●

雲⃝

」
と
「
紫●

𤇆⃝

」
と
を
李
白
は
詩
中
で
使
い
分
け
て
い
る
。

　

結
論
か
ら
述
べ
れ
ば
、
李
白
が
「
白
雲
」
を
詠
み
込
む
場
面
で
は
、
現
實
的
・

寫
實
的
な
世
界
觀
が
構
成
さ
れ
る
。
反
對
に
、
一
見
現
實
と
地
續
き
と
感
じ
ら

れ
る
世
界
觀
の
中
に
、
神
祕
性
を
漂
わ
せ
る
衟
士
（
や
仙
人
・
仙
界
と
關
係
の
あ
る

こ
と
）
が
起
こ
し
た
不
思
議
な
こ
と
が
さ
も
當
然
の
よ
う
に
ふ
と
現
れ
出
る
と
い

う
、
虛
構
性
・
幻
想
性
に
富
ん
だ
世
界
觀
を
構
成
す
る
際
に
は
、
李
白
は
「
紫

𤇆
」
を
用
い
る
。
常
識
の
支
配
す
る
現
實
的
世
界
の
側
に
幻
想
的
世
界
を
呼
び
込

む
機
能
を
「
紫
𤇆
」
が
果
た
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　

例
え
ば
「
紫
𤇆
」
は
、「
元
丹
丘
の
歌
（
元
丹
丘
歌
）」（
郁
氏
『
校
㊟
』
八
一
六

頁
）
で
次
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
元
丹
丘
」
は
「
胡
紫
陽
」
か
ら
「
衟

籙
」
を
授
か
っ
た
衟
士
で
、
李
白
が
「
神
仙
の
交
わ
り
を
結
ん
だ
（
結
神
仙
交
）」

相
手
で
あ
り
、
生
涯
を
通
し
て
親
密
に
交
流
し
詩
の
應
酬
も
多
い）
（（
（

。

1�

元
丹
丘
、
2�

愛
神
仙
。　　

元
丹
丘
、
神
仙
を
愛
す
。

3�

朝
飮
潁
川
之
淸
流
、�　
　
　

朝
に
潁
川
の
淸
流
を
飮
み
、

4�

暮
還
嵩
岑
之
紫0

𤇆0

。�　
　
　

暮
れ
に
は
嵩
岑
の
紫0

𤇆0

に
還
る
。

5�

三
十
六
峰
長
周
旋
。�　
　
　

三
十
六
峰�

長
く
周
旋
す
。

6�

長
周
旋
、
7�

躡
星
虹
。　　

長
く
周
旋
し
、
星
虹
を
躡
む
。

8�

身
騎
飛
龍
耳
生
風
、�　
　
　

身�

飛
龍
に
騎
り�

耳�

風
を
生
じ
、

9�

橫
河
跨
海
與
天
通
。�　
　
　

河
を
橫
ぎ
り
海
を
跨
ぎ
天
と
通
ず
。

10�

我
知
爾
遊
心
無
窮
。�　
　
　

我
知
る�

爾
が
遊
心
窮
ま
り
無
き
こ
と
を
。

「
暮
れ
に
は
嵩
岑
の
紫0

𤇆0

に
還
る
（
4�

暮
還
嵩
岑
之
紫0

𤇆0

）」
と
、
衟
敎
の
聖
地
で

あ
る
「
嵩
山
の
高
い
峰
（
嵩
岑
）」
に
「
紫
𤇆
」
が
漂
う
な
か
還
っ
て
い
く
、
と

い
う
。
そ
の
後
「
三
十
六
」
も
の
峰
々
を
ぐ
る
ぐ
る
と
巡
っ
て
い
る
う
ち
に
星
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こ
う
し
て
極
端
な
大
と
小
と
が
一
つ
に
重
な
っ
た
い
わ
ば
壺
中
天
の
よ
う
な
イ

メ
ー
ジ
を
、「
紫
𤇆
」
を
橋
渡
し
に
し
て
成
立
さ
せ
、
讀
者
を
冐
頭
か
ら
幻
想
的

な
世
界
觀
に
誘
い
込
む
。
こ
こ
ま
で
含
め
て
「
香
爐
峰
」
と
「
香
爐
」
と
の
「
見0

立
て

0

0

」
は
成
立
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
特
別
に
機
能
し
得
る
「
紫
𤇆
」
が
こ
の
起
句
で
さ
り
げ
な
く
用
い
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
㊟
意
を
向
け
て
お
い
て
良
い
。
こ
の
點
に
つ
い
て
は
承
句

に
檢
討
を
加
え
た
後
に
言
及
す
る
。

三　

承
句　

實
際
の
光
景
を
特
別
な
光
景
に
轉
換
す
る

　
　
　
「
遙
看
」

　

承
句
「
遙
看
瀑
布
挂
長
川

0

0

0

」
は
、
版
本）
（（
（

に
よ
り
「
挂
長0

川
」
と
「
挂
歬0

川
」
と

い
う

同
が
あ
る
。
語
構
成
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
「
長
」
が
「
歬
」
に
變
わ
っ
て

い
る
だ
け
で
あ
り
、
ど
ち
ら
に
せ
よ
「（
瀧
の
樣
が
）
大
き
な
川
を
絕
壁
に
引
っ
か

け
た
か
の
よ
う
だ
」
と
解
釋
す
べ
き
箇
所
だ
と
、
筆
者
は
判
斷
す
る）
（（
（

。

　

こ
こ
で
は
「
遙
看
」
の
「
看
」
字
に
つ
い
て
檢
討
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
動
作

が
詩
的
主
體
の
意
識
的
な
動
作
か
否
か
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

詩
的
主
體
が
意
志
を
持
っ
て
見
よ
う
と
し
て
見
る
の
か
、
意
圖
せ
ず
目
に
す
る

の
か
、
こ
の
違
い
が
詩
の
「
妙
處
」
に
關
わ
る
と
い
う
議
論
が

軾
に
よ
っ
て
爲

さ
れ
て
い
る
。
陶
淵
朙
「
飮
酒
」
其
五
の
第
６
句
を
「
悠
然

0

南
山
」
に
作
る
べ

き
か
「
悠
然
見0

南
山
」
に
作
る
べ
き
か
の
㊒
名
な
議
論
で
あ
る
。

軾
の
門
人
で

あ
る
晁
補
之
の
旉
衍
を
も
と
に
そ
の
要
旨
を
逐
え
ば
、「
見
」
な
ら
無
意
識
に
南

山
が
目
に
入
っ
た
こ
と
に
な
り
詩
全
體
の
ゆ
っ
た
り
と
し
た
趣
に
影
響
は
及
ぼ
さ

な
い
が
、「

」
で
は
南
山
を
見
よ
う
と
し
て
見
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
詩
を

臺
無
し
に
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る）
（（
（

。

　

こ
の
議
論
も
踏
ま
え
、
門
脇
廣
文
氏
は
論
文
「
李
白
〈
靜
夜
思
〉
小
考―

そ
の

か
な
わ
ぬ
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
。」

　

同
じ
「
五
松
山
」
に
い
る
「
杜
秀
才
」
と
逢
っ
て
と
も
に
琴
を
彈
い
て
樂
し
も

う
と
い
う
。
竹
林
の
七
賢
の
一
人
で
あ
る
阮
咸
や
陶
淵
朙
「
桃

源
記
」
と
い
う

隱
者
の
插
話
を
織
り
込
み
つ
つ
、
し
か
し
現
實
的
な
表
現
で
構
成
さ
れ
た
場
面
で

あ
り
、
こ
こ
に
は
仙
人
が
龍
に
跨
が
っ
て
天
に
昇
る
な
ど
の
現
實
離
れ
し
た
幻
想

が
目
の
歬
で
起
こ
る
餘
地
は
無
い
。
李
白
に
と
っ
て
こ
の
世
界
に
漂
う
の
は
、

「
白
雲
」
な
の
で
あ
る
。

　

李
白
は
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
詩
の
世
界
觀
を
構
成
す
る
た
め
に
「
紫
𤇆
」「
白

雲
」
の
ど
ち
ら
を
詠
み
込
む
べ
き
か
を
分
け
て
い
る
。
李
白
が
詩
に
幻
想
を
呼
び

込
み
讀
者
を
幻
想
的
世
界
へ
と
誘
う
た
め
の
手
續
き
の
一
つ
と
し
て
、「
紫
𤇆
」

を
漂
わ
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
、
と
結
論
づ
け
た
。

　

以
上
の
別
稿
二
本
の
結
論
を
踏
ま
え
れ
ば
、
起
句
の
「
香
爐
」
と
「
香
爐
峰
」

の
「
見
立
て

0

0

0

」
は
次
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

起
句
の
「
香
爐
」
と
い
う
言

は
、
廬
山
の
一
峰
で
あ
る
「
香
爐
峰
」
と
、
實

際
に
香
を
焚
く
「
香
爐
」
と
が
、
同
じ
重
さ
で
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
起
句
「
日
照
香
爐
生
紫
𤇆
」
に
お
け
る
「
香
爐
」
は
實
際
に
香
を
焚

く
香
爐
で
あ
る
と
同
時
に
、
何
ら
か
の
「
𤇆
」
が
漂
う
こ
と
が
名
歬
の
由
來
か
ら

も
自
然
な
香
爐
峰
で
も
あ
る
。
そ
の
「
香
爐
（
峰
）」
か
ら
、
香
を
焚
く
香
爐
か

ら
立
ち
上
る
も
の
と
し
て
は
自
然
な
「
紫
𤇆
」
が
立
ち
上
る
、
と
い
う
場
面
と
し

て
構
成
す
る
こ
と
で
、
文
字
通
り
山
の
よ
う
な
大0

と
、
机
上
に
置
け
る
よ
う
な
小0

と
を
一
つ
に
重
ね
て
讀
者
に
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
机
上
の
香
爐
か

ら
立
ち
上
る
も
の
と
し
て
「
紫
𤇆
」
は
自
然
な
も
の
で
あ
り
、
香
爐
峰
の
名
歬
の

由
來
で
あ
る
靄
と
し
て
も
自
然
で
あ
る
、
と
同
時
に
、
李
白
に
と
っ
て
現
實
的
世

界
に
幻
想
的
世
界
を
持
ち
込
む
效
果
を
持
っ
た
「
紫
𤇆
」
を
こ
の
場
面
に
さ
り
げ

な
く
用
い
て
い
る
。
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六
五

詩
“」（
松
浦
友
久
氏
一
九
九
七
年）
（（
（

）
と
い
う
。
實
際
に
存
在
す
る
「
襄
陽
」
の
風

景
、
こ
こ
で
は
特
に
、
綠
色
を
し
た
「
漢
江
」
の
水
を
詠
み
込
ん
で
い
る
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
實
際
に
詩
人
が
目
の
歬
で
風
景
を
見
つ
め
た
か
ど
う

か
は
問
題
で
は
な
い
。

　

た
だ
、「
漢
江
」
の
水
を
ま
る
ご
と
綠
の
濃
い

酒
に
見
立
て
る
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
を
得
た
李
白
が
、
表
現
と
し
て
詩
に
詠
み
込
む
と
き
に
取
っ
た
手
法
に
㊟

目
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。
そ
の
手
法
と
は
、
遠
く
か
ら
見
つ
め
る
視
點
を

設
定
し
て
、「
遠0

く
か
ら
じ
っ
と

0

0

0

0

0

0

綠
色
を
し
た
漢
江
の
水
を
見
つ
め
て
い
る
う
ち

0

0

0

0

0

0

0

0

に0

、
そ
れ
が
綠
の
濃
い

酒
に
見
え
て
き
た

0

0

0

0

0

」
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。

　

少
な
く
と
も
李
白
は
、
實
際
に
存
在
す
る
「
襄
陽
」
の
風
景
を
、
實
際
に
は
あ

り
得
な
い
風
景
に
誇
張
し
て
詩
に
詠
み
込
む
時
に
、
こ
の
形
で
あ
れ
ば
表
現
と
し

て
成
立
す
る
と
考
え
た
は
ず
で
あ
る
。

　

李
白
の
中
で
は
こ
れ
が
表
現
の
一
つ
の
型
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
「
從
祖
濟

南
の
太
守
に
陪
し�

鵲
山
湖
に
泛
ぶ
三
首
（
陪
從
祖
濟
南
太
守
泛
鵲
山
湖
三
首
）」
の

第
三
首
（
凢
四
句
・
郁
氏
『
校
㊟
』
二
四
五
九
頁
）
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
題
名

か
ら
、「
從
祖
」
す
な
わ
ち
祖
父
の
兄
弟
で
あ
る
濟
南
太
守
李
某
に
伴
わ
れ
て
鵲

山
湖
に
浮
か
ん
で
作
っ
た
詩
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

１�

水
入
北
湖
去
、　　

水
は
北
湖
に
入
り
て
去
り
、

２�

舟
從
南
浦
回
。　　

舟
は
南
浦
よ
り
回
る
。

３�

遙
看

0

0

鵲
山
轉
、　　

遙
か
に
看
る

0

0

0

0

0

鵲
山
の
轉
ず
る
を
、

４�

卻
似
送
人
來
。　　

卻
て
人
を
送
つ
て
來
る
に
似
た
り
。

１�
ひ
と
す
じ
の
流
水
が
こ
の
北
湖
と
も
呼
ば
れ
る
鵲
山
湖
に
流
れ
込
み
、
２�

わ

れ
わ
れ
の
舟
は
湖
の
南
の
水
面）

（（
（

か
ら
ぐ
る
り
と
回
り
こ
ん
だ
。
３�

く
る
り
と
向

き
を
變
え
た
北
岸
の
鵲
山）
（（
（

を
遠
く
か
ら
見
つ
め
て
い
る
と
、
４�

わ
れ
わ
れ
を
見

詩
的
構
成
の
檢
討
を
中
心
に
し
て―

」）
（（
（

に
お
い
て
、「
見
」
字
と
比
較
し
つ
つ
、

李
白
「
靜
夜
思
」
の
第
１
句
「
牀
歬
看0

⺼
光
」
の
「
看
」
字
を
「
無
意
識
の
う
ち

に
視
覺
に
よ
っ
て
捕
ら
え
て
し
ま
う
」
と
い
う
よ
う
な
「
見
よ
う
と
い
う
氣
も
無

く
見
る
」
動
作
で
は
無
く
「『
見
よ
う
と
意
識
し
て
見
る
』
こ
と
を
表
す
言

で

あ
る
」
と
結
論
づ
け
る
。

　

こ
の
結
論
は
、
當
然
李
白
の
他
の
詩
に
も
當
て
は
ま
ろ
う
。
事
實
こ
れ
か
ら
檢

討
す
る
「
遙
看
」
の
「
看
」
字
の
用
例
に
つ
い
て
も
、
ど
れ
も
「
見
よ
う
と
意
識

し
て
見
る
」
と
い
う
、
詩
的
主
體
の
意
識
的
な
動
作
で
あ
る
と
判
斷
し
て
矛
盾
は

生
じ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

で
は
「
遙
看
」
と
い
う
表
現
に
李
白
が
込
め
る
機
能
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
何

か
を
遠
く
か
ら
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る
う
ち
に
、
そ
れ
が
非
現
實
的
な
別
の
も
の

に
見
え
て
く
る
、
と
い
う
機
能
で
あ
る
。「
遙
看
」
の
用
例
は
「

廬
山
瀑
布
二

首
」
其
二
以
外
に
四
例
あ
る
。

　

例
え
ば
「
襄
陽
の
歌
（
襄
陽
歌
）」（
凢
三
十
四
句
・
郁
氏
『
校
㊟
』
七
六
四
頁
）
の

第
11
～
14
句
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

11�

遙
看

0

0

漢
水
鴨
頭
綠
、　　

遙
か
に
看
る

0

0

0

0

0�

漢
水
の
鴨
頭
綠
、

12�

恰
似

初
醱
醅
。　　

恰あ
た
かも
似
た
り�

の
初
め
て
醱
醅
す
る
に
。

13�

此
江

變
作
春
酒
、　　

此
の
江�

し
變
じ
て
春
酒
と
作な

ら
ば
、

14�

壘
麴
便
築
糟
丘
臺
。　　

壘
麴�

便
ち
築
か
ん
糟
丘
臺
。

11�

遠
く
か
ら
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る
と
、
漢
水
は
、
鴨か
も

の
頭
の
よ
う
な
濃
い
綠

の
水
を
た
た
え
、
12�

ま
る
で
た
っ
た
今
、
漉
さ
ず
に
二
度
も
釀
さ
れ
た

酒

の
よ
う
だ
。
13�

こ
の
漢
江
の
水
が
も
し
春
の
酒
と
な
る
の
な
ら
、
14�

麴
を
積
み

重
ね
て
す
ぐ
さ
ま
酒
糟
の
高
臺
を
築
き
た
い
。

　

松
浦
友
久
氏
は
、
こ
の
詩
を
「
襄
陽
（
…
中
略
…
）
に
關
す
る
歷
史
や
風
景
・

風
俗
を
、
李
白
自
身
の
一
人
稱
的
な
視
點
か
ら
歌
っ
て
感
慨
を
述
べ
た
”歌
行
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と
は
、
そ
の
軍
が
天
に
味
方
さ
れ
て
い
て
、
向
か
う
と
こ
ろ
敵
な
し
の
狀
態
で
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
れ

ば
、
こ
の
「
第
三
首
」
全
體
の
文
脉
が
次
の
よ
う
に
見
え
て
く
る
。

　

永
王
璘
の
軍
は
太
鼓
の
音
や
熊
を

い
た
旗
を
な
び
か
せ
て
、
武
昌
・
潯
陽
を

通
り
過
ぎ
た
。
そ
の
際
「
秋
毫
犯
さ
ず
」
す
な
わ
ち
、
す
こ
し
も
略
奪
行
爲
を
行

わ
ず
、
規
律
あ
る
正
義
の
軍
と
し
て
振
る
舞
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
す
る
と
「
三
吳

悅
ぶ
」
す
な
わ
ち
「
潯
陽
」
付
近
の
い
わ
ゆ
る
「
三
吳
」
は
喜
ん
で
永
王
璘
の
軍

を
迎
え
る
態
勢
と
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
名
實
と
も
に
勢

い
に
乘
っ
た
狀
態
の
永
王
璘
の
軍
を
、
李
白
は
春
の
陽
射
し
の
中
で
遠
く
か
ら
じ

っ
と
見
つ
め
て
い
る
。
す
る
と
そ
の
上
に
は
「
五
色
の
光
」
が
立
ち
の
ぼ
っ
て
い

る
よ
う
に
見
え
、
天
に
味
方
さ
れ
向
か
う
と
こ
ろ
敵
な
し
の
狀
態
に
な
っ
て
い

る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

少
な
く
と
も
李
白
は
、
遠
く
か
ら
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る
う
ち
に
そ
う
見
え
た

と
、
典
故
も
踏
ま
え
て
表
現
し
た
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
「
姪を
ひ�

良
が
二
妓
を
攜
へ
て
會
稽
に
赴
く
を
送
り
、
戲
れ
に
此
の
贈
あ

り
（
送
姪
良
攜
二
妓
赴
會
稽
戲
㊒
此
贈
）」（
凢
四
句
・
郁
氏
『
校
㊟
』
二
〇
三
一
頁
）
を

見
た
い
。
李
白
の
「
姪
」
で
あ
る
「
良
」
が
妓
女
二
人
を
つ
れ
て
會
稽
へ
出
か
け

る
の
に
際
し
て
、
送
別
の
た
め
戲
れ
に
送
っ
た
詩
で
あ
る
。

１�

攜
妓
東
山
去
、　　

妓
を
攜
へ
て
東
山
に
去
れ
ば
、

２�

春
光
半
衟
催
。　　

春
光�

半
衟
に
し
て
催
す
。

３�

遙
看

0

0

桃
李
、　　

遙
か
に
看
れ
ば

0

0

0

0

0

0

桃
李
の

く
、

４�

雙
入
鏡
中
開
。　　

雙
つ
な
が
ら
鏡
中
に
入
り
て
開
く
。

１�

そ
の
昔
、
謝
安
が
東
山
に
赴
い
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
お
歬
は
妓
女
を
つ
れ

て
會
稽
へ
と
旅
行
く
。
２�

そ
の
衟
中
で
は
、
春
の
光
が
次
第
に
增
し
て
善
い
時

候
と
な
る
だ
ろ
う
。
３�

お
歬
の
つ
れ
て
い
る
妓
女
を
遠
く
か
ら
見
つ
め
て
い
る

送
る
た
め
に
や
っ
て
來
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
。

　

現
實
に
は
動
か
な
い
山
を
、
動
き
が
あ
る
よ
う
に
擬
人
化
し
て
い
る
。
そ
の

際
、
や
は
り
李
白
は
、
遠
く
か
ら
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る
と
違
う
か
た
ち
に
見
え

て
き
た
、
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。
擬
人
法
で
あ
り
、
あ
る
い
は
特
別
な
表
現

の
仕
方
と
は
言
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
李
白
は
「
遠
く
か
ら
じ
っ
と

見
つ
め
て
い
る
（
遙
看
）」
と
、
そ
の
も
の
が
何
か
別
の
も
の
に
見
え
て
く
る
と

い
う
表
現
の
仕
方
を
す
る
、
と
考
え
る
こ
と
と
矛
盾
は
生
じ
な
い
。

　

次
に
「
永
王
東
巡
の
歌　

十
一
首
（
永
王
東
巡
歌　

十
一
首
）」
の
第
三
首
（
凢
四

句
・
郁
氏
『
校
㊟
』
九
三
八
頁
）
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
こ
の
詩
は
、
永
王
璘
が

ま
だ
謀
反
の
姿
勢
を
示
さ
ず
賊
を
討
つ
爲
に
行
動
し
て
い
た
時
朞
に
、
李
白
の
名

聲
を
聞
き

下
に
招
き
、
李
白
も
志
を
遂
げ
る
爲
に
そ
れ
に
應
じ
た
、
そ
の
際
に

こ
の
詩
を
作
っ
て
永
王
を
頌
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

１�

雷
鼓
嘈
嘈
喧
武
昌
、　　

雷
鼓�
嘈
嘈
と
し
て�

武
昌
に
喧
し
く
、

２�

雲
旗
獵
獵
過
尋
陽
。　　

雲
旗�

獵
獵
と
し
て�

尋
陽
を
過
ぐ
。

３�

秋
毫
不
犯
三
吳
悅
、　　

秋
毫
犯
さ
ず�

三
吳
悅
ぶ
、

４�

春
日
遙
看

0

0

五
色
光
。　　

春
日�

遙
か
に
看
る

0

0

0

0

0

五
色
の
光
。

　

結
句
は
、
表
面
的
に
言

を
逐
え
ば
「
春
の
陽
射
し
の
中
で
、
遠
く
か
ら
じ
っ

と
五
色
の
光
を
見
て
い
る
」
と
な
ろ
う
。
こ
の
「
五
色
光
」
に
つ
い
て
、「
王
琦

㊟
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

『
越
絕
書
』に「
軍
の
上
に
氣
が
立
ち
の
ぼ
り
、そ
の
氣
に
五
色（
靑
・
黃
・
赤
・
白
・

黑
色
）
が
す
べ
て
揃
っ
て
い
て
、
天
ま
で
屆
い
て
い
れ
ば
、
こ
れ
は
天
が
應

え
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
軍
を
攻
擊
し
て
は
な
ら
な
い
、
攻
擊
す
れ
ば
後

が
な
い
」
と
あ
る
。『
南
史
』
王
僧
辯
傳
に
「
賊
は
官
軍
の
上
に
五
色
の
雲

が
あ
る
の
を
遠
く
か
ら
の
ぞ
み
見
た
」
と
あ
る）
（（
（

。

つ
ま
り
、「
五
色
光
」
が
軍
の
上
に
立
ち
の
ぼ
っ
て
い
る
の
が
見
え
る
と
い
う
こ



李
白
詩
の
解
釋
の
可
能
性

六
七

で
、
實
際
に
は
あ
り
得
な
い
光
景
を
詩
に
呼
び
込
む
の
で
あ
る
。
當
然
「

廬
山

瀑
布
二
首
」
其
二
の
承
句
「
遙
看
瀑
布
挂
長
川
（
遙
か
に
瀑
布
を
看
れ
ば�

長
川
を
挂

く
）」
に
も
當
て
は
ま
ろ
う
。

　

こ
の
機
能
か
ら
飜
っ
て
考
え
て
み
れ
ば
、
遠
く
か
ら
「
瀑
布
」
を
じ
っ
と
見
つ

め
て
い
る
う
ち
に
、
そ
れ
が
「
挂
長
川
」
す
な
わ
ち
「
大
き
な
川
を
絕
壁
に
引
っ

掛
け
た
か
の
よ
う
に
見
え
て
き
た
」
と
、
非
現
實
的
な
光
景
と
し
て
表
現
さ
れ
た

こ
と
に
な
る
。

　

あ
る
い
は
、
唐
突
に
荒
唐
無
稽
な
表
現
が
爲
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
、
も
う
少
し

穩
當
な
表
現
と
し
て
受
け
止
め
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
か
も
知
れ
な

い）
（（
（

。
し
か
し
こ
こ
で
、
起
句
に
用
い
ら
れ
て
い
た
「
紫
𤇆
」
の
機
能
を
思
い
出
し

て
い
た
だ
き
た
い
。「
紫
𤇆
」
は
幻
想
的
な
世
界
觀
を
形
作
る
機
能
を
持
っ
て
い

た
。
そ
の
影
響
は
、
起
句
で
香
爐
と
香
爐
峰
を
重
ね
た
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
す
る
だ

け
に
は
止
ま
ら
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

起
句
の
最
後
に
配
置
さ
れ
た
そ
の
「
紫
𤇆
」
に
引
き
出
さ
れ
る
よ
う
に
承
句
が

あ
り
、
そ
の
承
句
の
頭
に
「
遙
看
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
改
め
て
當
該

二
句
を
引
け
ば
次
の
通
り
。

日
照
香
爐
生
紫0

𤇆0

、
遙
看

0

0

瀑
布
挂
長
川
。

「
挂
長
川
」
の
詩
中
で
の
位
置
は
、
こ
れ
ら
「
紫0

𤇆0

」
と
「
遙
看

0

0

」
と
に
引
き
出

さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
が
配
置
さ
れ
る
べ
き
箇
所
で
あ
る
。「
挂
長
川
」
と
い
う
表
現

も
、
こ
の
位
置
に
は
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

先
に
示
し
た
よ
う
に
、
先
行
硏
究
で
言
及
さ
れ
る
こ
の
詩
の
工
夫
の
う
ち

「
②
」
は
、「
川
」
な
ど
の
水
平
方
向
の
も
の
を
垂
直
方
向
の
運
動
に
置
き
換
え
、

そ
の
こ
と
で
疾
走
感
や
壓
倒
感
を
生
む
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
筆
者
も
こ
の

捉
え
方
に
同
意
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
運
動
方
向
の
置
き
換
え

を
實
現
す
る
た
め
に
李
白
は
言

を
こ
う
し
て
緊
密
に
つ
ら
ね
た
の
だ
と
考
え
ら

と
、
そ
の
春
の
陽
光
の
中
で
ま
る
で

や
か
な
桃
李
の
よ
う
に
み
え
る
。
４�

そ

の
二
人
が
、
王
羲
之
に
鏡
中
を
行
く
が
ご
と
し
と
稱
え
ら
れ
た
こ
の
邊
り
の
山
水

の
閒
で
、
な
お
い
っ
そ
う
映
え
て
美
し
い

と
見
え
る
こ
と
だ
ろ
う
。

「
王
琦
㊟
」
に
依
れ
ば
、
こ
の
詩
に
は
い
く
つ
か
の
典
故
が
あ
る
。
ま
ず
「
東

山
」
は
會
稽
山
の
東
の
山
で
、

き
日
の
謝
安
が
妓
女
を
つ
れ
て
隱
れ
住
ん
だ
場

所
で
あ
る
こ
と
。
美
し
い
姿
を
「
桃
李
」
に
喩
え
る
の
は
曹
植
の
「
雜
詩
六
首
」

其
四
「
南
國
に
佳
人
㊒
り
、
容

�

桃
李
の

し
」
を
踏
ま
え
、「
鏡
中
に
入
」
る

は
、
湖
面
に
山
が
鏡
の
よ
う
に
、
ま
た
繪
に

い
た
よ
う
に
映
え
、
こ
こ
を
旅
行

く
こ
と
を
王
羲
之
が
「
山
陰�
路
上
に
行
け
ば
、
鏡
中
に
在
り
て
遊
ぶ
が
如
し
」

と
詠
ん
だ
こ
と
を
踏
ま
え
る
の
で
あ
る）

（（
（

。

　

旅
立
ち
に
際
し
て
の
詩
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
李
白
自
身
は
こ
れ
か
ら
見
る
で
あ

ろ
う
光
景
を
先
取
り
し
て
想
像
し
、
こ
こ
に
詠
み
込
ん
で
い
る
。
美
し
い
人
と

と
は
、
む
し
ろ
當
た
り
歬
の
比
喩
で
あ
る
。
し
か
し
李
白
は
こ
こ
で
、
ま
ず
二
人

の
妓
女
を
こ
の
時
點
で
は
實
な
の
か

な
の
か
は
判
ら
な
い
「
桃
李
」
に
喩
え
、

結
句
で
、
そ
の
「
桃
李
」
が
美
し
い
山
水
と
い
う
壯
大
な
鏡
の
中
で
竝
ん
で

と

し
て
開
く
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
ま
で
押
し
進
め
る
。
つ
ま
り
、
ま
ず
主
體
が
見

つ
め
て
い
る
對
象
は
、
單
に
二
人
の
妓
女
が
會
稽
へ
と
向
か
う
姿
で
あ
る
に
過
ぎ

な
い
。
し
か
し
主
體
が
そ
れ
を
遠0

く
か
ら
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
山
や
湖
は

典
故
を
下
旉
き
と
し
つ
つ
壯
大
な
鏡
へ
と
變
わ
り
、
い
ず
れ
が
桃
か
李
か
二
人
の

妓
女
が
開
い
た

と
い
う
姿
で
そ
こ
に
寫
り
こ
ん
で
い
る
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
へ

と
變
化
す
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
李
白
に
よ
る
「
遙
看
」
の
用
例
に
檢
討
を
加
え
て
き
た
。
李
白
は
、
實

際
に
存
在
す
る
光
景
を
實
際
に
は
あ
り
得
な
い
光
景
と
し
て
詩
に
詠
み
込
む
際

に
、「
遠
く
か
ら
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る
（
遙
看
）」
と
そ
の
も
の
が
別
の
も
の
に

見
え
て
き
た
と
い
う
表
現
手
法
を
と
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
遙
か
に
看
る
」
こ
と
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9�

仰
觀
勢
轉
雄
、　　

仰
ぎ
觀
れ
ば�

勢
ひ
轉
た
雄
な
り
、

10�

壯
哉
造
化
功
。　　

壯
な
る
哉�

造
化
の
功
。

11�

海
風
吹
不
斷
、　　

海
風�

吹
き
斷
た
ず
、

12�

江
⺼
照
還
空
。　　

江
⺼�

照
ら
す
も
還
た
空
し
。

13�

空
中
亂
潨
射
、　　

空
中�

亂
れ
て
潨
射
し
、

14�

左
右
洗
靑
壁
。　　

左
右�

靑
壁
を
洗
ふ
。

15�

飛
珠
散
輕
霞
、　　

飛
珠�

輕
霞
を
散
じ
、

16�

流
沫
沸
穹
石
。　　

流
沫�

穹
石
に
沸
く
。

17�

而
我
遊
名
山
、　　

而
し
て
我�

名
山
に
遊
び
、

18�

對
之
心
益
閑
。　　

之
に
對
し
て�

心�

益
々
閑
な
り
。

19�

無
論
漱
瓊
液
、　　

論
ず
る
無
か
れ�

瓊
液
に
漱
ぐ
を
、

20�

且
得
洗
塵
顏
。　　

且
つ
得
た
り�

塵
顏
を
洗
ふ
を
。

21�

且
諧
宿
所
好
、　　

且
つ
諧
ふ�

宿も
と
より
好
む
所
に
、

22�

永
願
辭
人
閒
。　　

永
く
願
ふ�

人
閒
を
辭
す
る
を
。

　

た
し
か
に
、
詩
的
主
體
は
冐
頭
二
句
で
、
ま
ず
西
に
位
置
す
る
香
爐
峰
に
登

り
、
そ
こ
か
ら
南
方
に
位
置
す
る
「
瀑
布
の
水
」
を
見
る
。
そ
の
後
、
第
九
句

「
仰
觀
（
仰
ぎ
觀
る
）」
す
な
わ
ち
瀧
を
眞
下
か
ら
見
上
げ
る
視
點
へ
と
變
わ
っ
て

以
降
、
下
か
ら
見
上
げ
た
瀧
の
す
が
た
が
重
ね
ら
れ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
「
其

一
」
で
は
、
遠
く
か
ら
眺
め
る
視
點
と
、
下
か
ら
見
上
げ
る
視
點
と
が
朙
ら
か
に

現
れ
る
。
も
し
「
其
一
」
を
そ
の
ま
ま
壓
縮
し
た
も
の
が
「
其
二
」
だ
と
考
え
る

な
ら
ば
、「
其
二
」
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
視
點
の
切
り
替
え
が
あ
る
と
見
る

べ
き
事
に
な
ろ
う
。

　

し
か
し
五
言
古
詩
（
凢
二
十
二
句
）
で
あ
る
「
其
一
」
と
、
七
言
絕
句
で
あ
る

「
其
二
」
と
で
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
自
ず
か
ら
表
現
の
仕
方
に
差

が
あ
る
は

ず
で
あ
る
。
そ
の
意
味
か
ら
だ
け
で
も
、「
其
二
」
を
自
律
的
な
表
現
を
㊒
し
た

れ
る
こ
と
が
、
よ
り
重
要
だ
と
筆
者
は
考
え
る
。

　

こ
の
運
動
方
向
の
置
き
換
え
に
は
、
次
の
轉
句
も
重
要
な
働
き
を
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
次
に
詩
全
體
の
構
造
と
視
點
の
變
化
の
問
題
と
に
檢
討

を
加
え
て
か
ら
言
及
し
た
い
。

四　

全
體
の
構
造　

視
點
の
變
化
の
問
題

　

さ
て
、
起
句
の
「
紫
𤇆
」
は
ど
こ
ま
で
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
。
筆
者
は
當
然
結

句
の
最
後
ま
で
だ
と
考
え
る
。
實
は
こ
こ
に
、
先
に
示
し
た
先
行
硏
究
で
言
及
さ

れ
る
こ
の
詩
の
工
夫
の
う
ち
、「
③
」
の
、
詩
の
歬
半
と
後
半
と
で
視
點
が
ど
の

よ
う
に
變
わ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
關
係
し
て
く
る
。

　

た
し
か
に
、
轉
句
・
結
句
は
先
行
硏
究
で
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
（
㊟（
４
）參

照
）、瀧
を
眞
下
か
ら
見
上
げ
る
視
點
で
詠
ん
で
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
對
し
て
、
起
句
・
承
句
は
朙
ら
か
に
遠
く
か
ら
の
視
點
で
詠
ま
れ
て
い
る
。

　

あ
る
い
は
、
視
點
が
切
り
替
わ
る
と
い
う
こ
の
見
方
に
は
、
實
は
「
廬
山
の
瀑

布
を

む
二
首
（

廬
山
瀑
布
二
首
）」
其
一
（
七
言
古
詩
・
郁
氏
『
校
㊟
』
二
六
二
七

頁
）
の
構
成
が
影
響
を
與
え
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。「
其
一
」
の
全
體
は
次

の
通
り
。
傍
線
部
に
㊟
目
し
た
い
。

1�

西
登
香
爐
峰
、　　

西
の
か
た
香
爐
峰
に
登
り
、

2�

南
見
瀑
布
水
。　　

南
の
か
た
瀑
布
の
水
を
見
る
。

3�

挂
流
三
百
丈
、　　

流
れ
を
挂
く�

三
百
丈
、

4�

噴
壑
數
十
里
。　　

壑
に
噴
く�

數
十
里
。

5�

欻
如
飛
電
來
、　　

歘
と
し
て
飛
電
の
來
た
る
が
如
く
、

6�

隱

白
虹
起
。　　

隱
と
し
て
白
虹
の
起
つ
が

し
。

7�

初
驚
河
漢

、　　

初
め
は
驚
く�

河
漢

ち
て
、

8�

半
灑
雲
天
裏
。　　

半
ば
雲
天
の
裏
に
灑
ぐ
か
と
。
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い
う
姿
勢
で
目
に
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
視
點
・
姿
勢
の
ま
ま
、
第

七
・
八
句
で
「
河
漢
（
銀
河
）」
が

ち
て
き
た
の
か
と
驚
い
た
と
い
う
旨
の
表

現
が
爲
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
視
點
・
姿
勢
で
あ
り
、
視
點
の
移
動
の
歬
に
こ
の
表
現
が
あ
る
以

上
、「
其
一
」
の
詩
的
主
體
は
、「
驚
」
く
と
は
言
い
つ
つ
も
遠
く
に
あ
る
も
の
を

遠
く
に
あ
る
も
の
と
し
た
ま
ま
、
あ
く
ま
で
客
觀
的
に
冷
靜
に
「
河
漢
（
銀
河
）」

を
持
ち
出
し
て
い
る
よ
う
に
讀
め
る
。
そ
の
後
、
第
九
句
で
「
仰
ぎ
觀
る
」
と
瀧

を
仰
ぎ
見
る
位
置
へ
と
視
點
を
移
動
し
て
か
ら
、
下
か
ら
見
上
げ
た
瀧
の
す
が
た

の

寫
が
重
ね
ら
れ
て
い
く
。
句
數
の
制
限
が
ゆ
る
や
か
な
古
詩
な
ら
で
は
の
表

現
だ
と
も
言
え
よ
う
。

　

そ
れ
に
對
し
て
、「
其
二
」
で
は
「
遙
看0

」
す
な
わ
ち
「
遠
く
か
ら
じ
っ
と
見

0

0

0

0

つ
め
る

0

0

0

」
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
。「
其
二
」
の
主
體
は
瀧
を
意
識

0

0

的0

に0

見
つ
め
て
い
る

0

0

0

0

0

0

こ
と
に
な
る
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
李
白
詩
に
お
い
て
「
遙
看0

」

は
、
特
別
な
構
造
を
つ
く
り
得
る
言

で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
、
言

と
言

と
の
つ
な
が
り
に
㊟
目
す
る
た
め
に
、
改
め
て
當
該
詩

全
體
を
次
の
形
で
引
い
て
お
き
た
い
。

日
照
香
爐
生
紫0

𤇆0

、
遙
看

0

0

瀑
布
挂
長
川
。
飛
流
直
下
三
千
尺
、
疑
是
銀
河

九
天
。

　

先
に
述
べ
た
と
お
り
、
承
句
の
最
後
に
は
「
遙
看
」
に
引
き
出
さ
れ
た
イ
メ
ー

ジ
で
あ
る
「
挂
長
川
」
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
次
の
轉
句
の
頭
に
配
置
さ
れ
た

「
飛
流
」
す
な
わ
ち
飛
ぶ
よ
う
な
流
れ）
（（
（

は
、
當
然
そ
の
絕
壁
に
引
っ
か
け
ら
れ
た

大
き
な
川
の
勢
い
の
あ
る
流
れ
を
表
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
の
イ

メ
ー
ジ
を
引
き
ず
っ
た
ま
ま
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

本
來
は
水
平
方
向
に
流
れ
る
も
の
で
あ
る
大
き
な
川
の
流
れ
で
あ
る
か
ら
に

は
、
そ
の
勢
い
の
あ
る
流
れ
は
、
當
然
弧
を

き

下
し
て
い
よ
う
。「
飛
流
」

別
個
の
作
品
と
し
て
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
そ
も
そ
も
「
其
一
」
に
お
い
て
も
、「
其
二
」
と
共
通
す
る
發
想
で
あ

る
「
河
漢
（
銀
河
）」
が

ち
て
き
た
か
の
よ
う
だ
、
と
い
う
旨
の
表
現
は
第
七
・

八
句
に
、
す
な
わ
ち
、
第
九
句
「
仰
觀
（
仰
ぎ
觀
る
）」
と
い
う
視
點
の
登
場
歬
に

位
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
さ
ら
、「
其
一
」
の
視
點
の
切
り
替
え
に
「
其

二
」
の
解
釋
が
拘
束
さ
れ
る
必
要
は
な
く
な
る
。

　

む
し
ろ
重
要
な
こ
と
は
、「
其
一
」
の
冐
頭
八
句
（
す
な
わ
ち
視
點
の
切
り
替
え

歬
ま
で
）
で
次
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
西
に
あ
る
香
爐
峰
に

登
っ
て
み
た
ら
、
南
に
あ
る
瀧
が
目
に
入
っ
て

0

0

0

0

0

、〔
…
中
略
…
〕
初
め
は
驚
い
た
、

天
の
川
が

ち
て
き
て
雲
閒
へ
と
降
り
そ
そ
い
で
い
る
の
か
と
。（
1�

西
登
香
爐

峰
、
2�

南
見0

瀑
布
水
。〔
…
中
略
…
〕
7�
初
驚
河
漢

、
8�

半
灑
雲
天
裏
）」
と
。
そ
の

構
成
は
、
あ
た
か
も
こ
の
冐
頭
八
句
を
そ
の
ま
ま
七
言
絕
句
へ
と
凝
縮
し
た
の
が

「
其
二
」
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
「
其
一
」
と
「
其
二
」
の
ど
ち
ら
が
先
に
發
想
さ
れ
、
詠
ま
れ
た
か

は
確
實
に
は
知
り
よ
う
が
無
い
。
し
か
し
ど
ち
ら
に
も
共
通
す
る
、
瀧
の
雄
大
さ

を
「
河
漢
（
銀
河
）」
が

ち
て
き
た
か
の
よ
う
だ
、
と
い
う
旨
の
表
現
に
す
る

着
想
を
得
た
李
白
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
型
に
あ
っ
た
表
現
に
仕
立
て
た
は
ず
で
あ

る
。「
其
二
」
で
は
七
言
絕
句
に
見
合
っ
た
、
よ
り
凝
縮
し
た
效
果
的
な
表
現
へ

と
昇

し
た
は
ず
で
あ
る
。

　

少
な
く
と
も
「
其
一
」
と
「
其
二
」
と
で
㊟
目
す
べ
き
差

が
あ
る
以
上
は
、

そ
う
し
た
意
識
が
働
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
㊟
目
す
べ
き
差

と
は
「
其
一
」
で
は
瀧
を
見
る
と
い
う
行
爲
に
「
見0

」
字
が
用
い
ら
れ
、「
其

二
」
で
は
「
看0

」
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
「
見
よ
う
と
い
う
氣
も
無
く
見
る
」
意
を
表
す
「
見0

」
字
が
用
い
ら
れ
て

い
る
か
ら
に
は
、「
其
一
」
の
主
體
は
、
瀧
を
「
見0

」
す
な
わ
ち
目
に
入
っ
た

0

0

0

0

0

と
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て
お
き
た
い
。

　

結
句
の
頭
に
は
「
疑
ふ
ら
く
は
是
れ
（
疑
是
）」
と
い
う
言

が
配
置
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
言

は
、
も
ち
ろ
ん
本
當
に
疑
っ
て
い
る
の
で
は
無
く
、
そ
れ
に
續

く
部
分
が
比
喩
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
た
だ
し
特
に
李
白
詩
に
お
い
て
は
、

門
脇
廣
文
氏）

（（
（

に
依
れ
ば
「
或
る
も
の
と
別
の
或
る
も
の
の
閒
に
『
錯
覺
』
を
起
こ

し
か
ね
な
い
よ
う
な
類
似
性
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
對
す
る
『
詩
的
主
體
』
の
あ

る
種
の
感
情
＝
『
驚
き
』
を
表
現
す
る
も
の
」
と
し
て
機
能
す
る
。

　

こ
の
言

を
結
節
點
に
配
置
し
、
李
白
は
承
・
轉
句
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
句
の
イ

メ
ー
ジ
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
。
も
と
も
と
承
・
轉
句
で
增
幅
さ
れ
す
で
に
實
際

に
は
あ
り
得
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
光
景
を
、
も
ち
ろ
ん
比
喩
と
し
て
で
は
あ

る
が
、
結
句
に
お
い
て
さ
ら
に
あ
り
得
な
い
光
景

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
、
驚
き
と
と
も
に
置
き
換
え

て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

最
後
に
「
其
二
」
の
全
體
の
文
脉
を
逐
え
ば
、
次
の
よ
う
に
理
解
で
き
よ
う
。

「
其
二
」
で
も
、「
其
一
」
と
同
じ
よ
う
に
、
ま
ず
は
遠
く
か
ら
瀧
を
見
た
の
で

あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
同
じ
く
見
る
と
い
う
行
爲
で
も
、「
其
二
」
で
は
遠0

く
か
ら

0

0

0

じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
そ
の
う
ち
に
、
そ
の
瀧
の
流
れ
は
大
き
な
川
を
絕
壁
に

引
っ
掛
け
た
か
の
よ
う
に
見
え
て
き
た

0

0

0

0

0

。
そ
し
て
、
そ
の
流
れ
が
眞
下
に
急
に

「
三
千
尺
」
も
は
る
か
に

ち
か
か
る
よ
う
に
見
え
て
き
て

0

0

0

0

0

、
つ
い
に
は
「
疑
ふ

ら
く
は
是
れ
」
と
、
ま
る
で
「
銀
河
（
天
の
川
）」
が
天
の
一
番
高
い
と
こ
ろ
か
ら

ち
て
き
て
い
る
か
の
よ
う
だ
、
と
見
え
て
く
る

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。

　

先
行
硏
究
で
言
わ
れ
る
よ
う
に
主
體
が
瀧
へ
と

0

0

0

近0

づ
い
て
い
き

0

0

0

0

0

視
點
が
瀧
の
下

0

0

0

へ
と
移
動
し
て
か
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

仰
ぎ
見
る）
（（
（

の
で
は
無
く
、
む
し
ろ
瀧
の
流
れ
が
主
體
の
側
に

次
第
に
近
づ
い
て
き
て
、
つ
い
に
は
上
か
ら
壓
廹
し
て
く
る
か
の
よ
う
な
幻
視
に

ま
で
至
っ
て
い
る
、
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

あ
ま
り
に
荒
唐
無
稽
な
解
釋
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
の
詩
に
は
、
上
述
し
た
よ

の
す
ぐ
後
に
配
置
さ
れ
て
い
る
「
直
下
（
ま
っ
す
ぐ
眞
下
に
流
れ

ち
る
）」
が
、
他

な
ら
ず
垂
直
方
向
の
運
動
を
表
し
て
い
る
か
ら
に
は
、
あ
る
い
は
「
飛
流
」
は
そ

の
弧
の
上
部
、
す
な
わ
ち
水
平
方
向
の
運
動
を
い
ま
だ
少
な
か
ら
ず
保
っ
て
い
る

部
分
の
流
れ
が
よ
り
意
識
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
直
歬
に
水
平
方
向
の
流

れ
が
意
識
さ
れ
る
「
飛
流
」
と
あ
る
か
ら
こ
そ
、
直
後
の
「
直
下
」
す
な
わ
ち
ま

っ
す
ぐ
眞
下
に
流
れ

ち
る
さ
ま
が
よ
り
鮮
朙
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
を

强
調
す
る
よ
う
に
、
そ
の

差
を
表
す
「
三
千
尺
」
と
い
う
言

が
そ
の
直
後
に

配
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
き
て
、
承
句
で
兆
し
た
運
動
方
向
の
置
き
換
え
が

完
了
す
る
。
少
な
く
と
も
、
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
言

の
つ
ら
な
り

に
な
っ
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

　

も
と
も
と
承
句
に
お
い
て
「
遙
看
」
に
引
き
出
さ
れ
た
「
挂
長
川
」
の
イ
メ
ー

ジ
が
、
こ
の
よ
う
に
轉
句
で
よ
り
膨
ら
ま
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
は
、
上
述
の
「
遙

看
」
の
機
能
が
承
句
の
中
に
限
定
し
て
は
た
ら
い
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
の
機
能
に
よ
っ
て
轉
句
は
支
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
は
た
ら
き
は
、
轉
句
を
超
え
て
結
句
の
終
わ
り
ま
で
及
ぶ
。

　

結
句
の
「
銀
河
（
天
の
川
）」
は
、
天
に
あ
る
も
の
だ
と
は
言
え
、
文
字
通
り
受

け
取
れ
ば
「
河
」
で
あ
る
以
上
水
平
方
向
の
運
動
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
「
河
」
が
「

九
天
」
す
な
わ
ち
天
の
一
番
高
い
と
こ
ろ
か
ら

ち
て
く

る
。
こ
れ
は
垂
直
方
向
の
運
動
に
他
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
も
運
動
方
向
の
置
き
換

え
が
あ
る
と
い
う
こ
と
自
體
は
、
川
合
康
三
氏
に
よ
っ
て
す
で
に

單
に
で
は
あ

る
が
言
及
さ
れ
て
い
る）
（（
（

。
た
だ
し
、
筆
者
は
さ
ら
に
、
承
句
と
轉
句
と
に
よ
っ
て

一
度
完
成
さ
れ
た
水
平
か
ら
垂
直
へ
の
運
動
方
向
の
置
き
換
え
が
結
句
の
中
で
再

度
繰
り
﨤
さ
れ
て
い
る
、
し
か
し
そ
れ
は
單
な
る
繰
り
﨤
し
で
は
な
く
、
い
わ
ば

螺
旋
階
段
を
上
る
よ
う
に
さ
ら
に
あ
り
得
な
い
光
景
へ
、
は
る
か
に
大
規
模
な
イ

メ
ー
ジ
へ
と
擴
大
さ
れ
る
と
い
う
構
造
を
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
付
け
加
え



李
白
詩
の
解
釋
の
可
能
性

七
一

う
に
幻
想
を
可
能
に
す
る
「
紫
𤇆
」
が
巧
妙
に
漂
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
紫

𤇆
」
が
立
ち
込
め
る
な
か
、
じ
っ
と
見
つ
め
る
先
に
廬
山
の
瀑
布
は
流
れ

ち
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
起
・
承
句
が
巧
妙
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
以
後

の
氣
宇
壯
大
な
幻
想
的
世
界
が
成
立
す
る
。
本
來
的
に
大
き
な
も
の
で
あ
る
瀑
布

は
、
見
つ
め
て
い
る
う
ち
に
も
っ
と
ず
っ
と
大
き
く
な
っ
て
い
く
。
詩
の
歬
半
と

後
半
と
で
截
然
と
視
點
が
切
り
替
わ
る
の
で
は
無
い
。「
紫
𤇆
」
に
包
ま
れ
な
が

ら
「
遙
か
遠
く
か
ら
じ
っ
と
見
つ
め
續
け
て
い
る
」
詩
的
主
體
の
上
に
、
宇
宙
的

規
模
と
い
う
壓
倒
的
ス
ケ
ー
ル
で
あ
ち
ら
か
ら

0

0

0

0

0

0

ち
か
か
っ
て
く
る
瀑
布
の
幻
想

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
見
え
て
く
る

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。

　

こ
の
詩
は
、
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
廬
山
の
瀑
布
の
雄
大
さ
を
表
現
し
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
雄
大
さ
を
表
現
す
る
た
め
に
、
こ
の
詩
は
以
上
述
べ
來
た
っ
た

よ
う
な
構
造
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
そ
の
周
到
な
言

の
つ

ら
な
り
に
よ
っ
て
喚
起
さ
せ
ら
れ
る
幻
想
だ
か
ら
こ
そ
、
無
限
に
壓
倒
的
な
ス
ケ

ー
ル
の
瀧
が
そ
こ
に
立
ち
現
れ
て
く
る
の
だ
と
筆
者
は
考
え
る
。

終
わ
り
に

　

本
論
で
は
「
廬
山
の
瀑
布
を

む
二
首
（

廬
山
瀑
布
二
首
）」
の
「
其
二
」
を

例
と
し
て
、
李
白
詩
の
解
釋
の
可
能
性
を
探
っ
た
。
こ
の
詩
だ
け
を
例
と
す
れ

ば
、
あ
る
い
は
、
過
度
な
穿
鑿
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
人
口
に
膾

炙
し
た
こ
の
作
品
に
も
、
ま
だ
可
能
性
は
あ
っ
た
と
筆
者
は
考
え
る
。

　

他
の
李
白
詩
を
も
檢
討
し
て
い
く
こ
と
で
、
李
白
詩
の
、
ひ
い
て
は
中
國
古
典

詩
の
解
釋
の
可
能
性
を
今
後
も
探
っ
て
い
き
た
い
。
本
論
で
は
ま
ず
は
李
白
の
眞

骨
頂
と
も
言
え
る
絕
句
を
例
と
し
て
檢
討
を
加
え
た
が
、
た
と
え
ば
樂
府
詩
に
お

い
て
も
、
ま
た
別
の
面
が
見
え
て
く
る
か
も
知
れ
な
い
と
考
え
て
い
る
。

㊟（
１
）　

吉
川
幸
次
郞
「
王
昌
齡
詩
」（『
唐
代
の
詩
と
散
文
』〔
敎
養
文
庫
、
弘
文
堂
書
房
、

一
九
四
八
年
三
⺼
〕
所
收
。
引
用
箇
所
は
一
六―

十
七
頁
。）
參
照
。

（
２
）　

李
白
の
詩
文
に
つ
い
て
は
、
靜
嘉
堂
文
庫
藏
宋
刊
本
『
李
太
白
文
集
』（
平
岡
武

夫
編
『
李
白
の
作
品　

㊮
料
』
唐
代
硏
究
の
し
お
り
第
九
〔
京
都
大
學
人
文
科
學
硏

究
所
、
一
九
五
八
年
〕
に
影
印
）
を
底
本
と
す
る
（
以
下
「
宋
本
」）。
主
な
㊟
釋
書

と
し
て
、
楊
齊
賢
集
註
・

士
贇
補
註
『
分
類
補
註
李
太
白
詩
』（
尊
經
閣
文
庫
所

藏
元
版
『
分
類
補
註
李
太
白
詩
』

村
弘
衟
解
題
『
分
類
補
註
李
太
白
詩
』〔
一
～

三
〕
古
典
硏
究
會
叢
書�

漢
籍
之
部
33
～
35
〔
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
六
年
〕
に
影
印
〕

以
下
「
補
註
」）、
王
琦
輯
㊟
『
李
太
白
集
㊟
』（『
李
太
白
全
集
』〔
中

書
局
、
中

國
古
典
文
學
基
本
叢
書
、
一
九
七
七
年
〕
以
下
「
王
琦
㊟
」）、
詹
鍈
主
編
『
李
白

全
集
校
㊟
彙
釋
集
評
』
凢
八
册
（
百

文
藝
出
版
社
、
一
九
九
六
年
。
以
下
「
詹

氏
『
集
評
』」）、
安
旗
・

天
緯
等
箋
㊟
『
李
白
全
集
編
年
箋
㊟
』（
中

書
局
、
中

國
古
典
文
學
基
本
叢
書
、
二
〇
一
五
年
。
以
下
「
安
氏
『
箋
㊟
』」）、
郁
賢
皓
校
㊟

『
李
太
白
全
集
校
㊟
』
凢
八
册
（
鳳
凰
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
。
以
下
「
郁
氏
『
校

㊟
』」）
に
依
っ
た
。
但
し
、
最
新
の
硏
究
成
果
で
あ
る
「
郁
氏
『
校
㊟
』」
に
よ
っ

て
各
詩
の
所
收
頁
を
示
す
。

（
３
）　

は
っ
き
り
と
し
た
言
及
が
あ
る
の
は
、
例
え
ば
歬
野
直
彬
『
李
白
』（
中
國
詩
人

選
２
、
集

社
、
一
九
六
六
年
、
一
九
六―

一
九
七
頁
）
や
筧
久
美
子
『
李
白
』

（
鑑
賞
中
國
の
古
典
第
１
６
卷
、
角
川
書
店
、
一
九
八
八
年
、
二
五
〇―

二
五
七
頁
）

な
ど
。

　

最
近
の
も
の
で
は
、
川
合
康
三
氏
が
川
合
康
三
編
譯
『
新
編　

中
國
名
詩
選
』
中

（
岩
波
書
店
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
五
年
、
一
六
七―

一
六
八
頁
）
で
當
該
詩
を
收

め
、
そ
の
語
釋
で
次
の
よ
う
に
い
う

「
香
爐
」
は
廬
山
の
峰
の
一
つ
「
香
爐
峰
」。
形
が
香
爐
に
似
る
こ
と
か
ら
こ
の

名
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
峰
の
名
と
香
爐
と
を
掛
け

0

0

て
、
山
頂
の
靄も

や

を
香
爐
の
𤇆



日
本
中
國
學
會
報　

第
七
十
一
集

七
二

に
見
立
て

0

0

0

る
。（
傍
點
・
宮
下
）

（
４
）　

例
え
ば
大
上
正
美
氏
は
『
唐
詩
の
抒
情―

絕
句
と
律
詩―

』（
朝
倉
書
店
、
漢
文

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
一
三
年
、
七
二
頁
）
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

と
く
に
表
現
法
で
優
れ
る
の
は
、
歬
半
か
ら
後
半
へ
と
、
瀧
を
見
て
い
る
詩
人

の
視
點
が
移
動
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

こ
と
で
す
。
起
承
の
二
句
は
、
遠0

く
か
ら
水

0

0

0

0

平0

に0

な

が
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
…
（
中
略
）
…
轉
結
の
二
句
は
、
瀧
の
眞
下
に
行
っ
て

0

0

0

0

0

0

見
上
げ
て
い
ま
す
。
詩
人
の
視
點
は
瀧
の
下
に
あ
っ
て
、
眞
上
を
仰
ぎ
、
天
の

高
み
か
ら
垂
直
的
に

下
す
る
瀧
の
ス
ピ
ー
ド
感
や
量
感
に
壓
倒
さ
れ
續
け
て

い
る
の
で
す
。（
傍
點
・
宮
下
）

　

ま
た
、
中
國
に
お
い
て
も
、
安
旗
氏
は
安
旗
・

天
緯
・
閻
琦
『
李
詩
咀

』（
中

國
古
典
文
學
名
著
名
篇
賞
析
叢
書
、
北
京
十
⺼
文
藝
出
版
社
、
一
九
八
四
年
、
二
三

―

二
五
頁
）
の
「

庐
山
瀑
布
（
二
首
选
一
）
其
二
」
の
「
賞
析
文
」（「
后
记
」
に

よ
れ
ば
所
收
の
「
賞
析
文
」
は
全
て
安
氏
の
審
閱
・
修
訂
を
經
て
い
る
と
の
こ
と
）

で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

こ
の
詩
に
は
表
現
技
法
的
に
も
う
一
つ
特
徵
が
あ
る
。
そ
れ
は
遠
く
か
ら
近
く

へ
と
く
ね
く
ね
と

寫
が
連
な
り
、
瀧
を
見
る
角
度
が
次
々
と
變
化
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
…
（
中
略
）
…
第
一
句
で
、
詩
人
は
遠0

く
か
ら
廬
山
を
見
て
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る0

。
第
二
句
で
も
「
遙
か
に
看
る
（
遙
看
）」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
二
つ

の
句
を
仔
細
に
味
わ
っ
て
み
れ
ば
、
第
一
句
に
お
い
て
詩
人
の
視
線
が
及
ぶ
範

圍
は
、
第
二
句
よ
り
も
さ
ら
に
遠
い
よ
う
で
あ
る
。
…
（
中
略
）
…
香
爐
峰
の

頂
に
登
り
、
瀑
布
を
遠
く
眺
め
た
。
そ
こ
で
「
歬
川
を
挂
く
（
挂
歬
川
）」
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
詩
人
が
瀧
を
眺
め
た
山
の
頂
と
瀑
布
と
は
一
定
以
上
の
距
離

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
視
線
が
及
ぶ
範
圍
は
第
一
句
ほ
ど
は
遠
く

な
い
の
で
あ
る
。
…
（
中
略
）
…
も
う
ひ
と
つ
、
詩
人
の
立
ち
位
置
は
と
て
も

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

高
い
場

0

0

0

所0

で
あ
り

0

0

0

、
視
線
の
角
度
は

0

0

0

0

0

0

平0

ら
で
あ
る

0

0

0

0

。
何
か
を
見
上
げ
る
た
め
に

視
線
を
動
か
す
必
要
も
無
い
。
そ
の
た
め
瀑
布
の
全
貌
を
一

の
も
と
に
收
め

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
…
（
中
略
）
…
第
三
・
四
句
で
は
そ
れ
が
變
化

し
て
い
る
。
と
て
も
離
れ
た
場
所
か
ら
瀑
布
を
眺
め
て
い
た
の
で
は
、「
飛
流�

直
下�

三
千
尺
（
飛
流
直
下
三
千
尺
）」
と
い
う
瀧
の
動
き
を
感
じ
と
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
も
っ
と

0

0

0

近0

づ
き

0

0

、
も
っ
と
低
い
位
置
に
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
で
は
じ
め
て
感

じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
詩
人
は
山
を
下
り
瀑
布
を
仰
ぎ
見
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
で
、
瀑
布

の
流
れ
の
速
さ
と
高
さ
と
を
自
然
に
感
じ
取
っ
て
い
る
。（
傍
點
・
宮
下
）

这
首
诗
在
写
法
上
还
有
一
个
特
点
，
就
是
：
由
远
至
近
、
迤
逦
写
来
而
角

度
不
断
变
化
。…

（
中
略
）…

首
句
是
诗
人
远
视
庐
山
。
第
二
句
也
有

”遥
看
“
字
样
，
细
味
此
两
句
，
第
一
句
诗
人
目
力
所
及
，
似
还
要
远
于

下
句
。…

（
中
略
）…

登
上
香
炉
峰
巅
，
就
望
见
瀑
布
了
，
”挂
前
川
“，

说
明
瀑
布
距
诗
人
观
瀑
的
山
巅
很
有
一
段
距
离
，
但
目
力
没
有
上
句
遥

远
。…

（
中
略
）…

另
外
，
诗
人
的
位
置
很
高
，
角
度
是
平
视
，
目
力
无

须
乎
俯
仰
，
所
以
一
眼
就
把
瀑
布
全
貌
看
完
。…

（
中
略
）…

三
、
四
两

句
就
又
不
同
了
。
老
远
地
看
瀑
布
，
”飞
流
直
下
三
千
尺
“
的
动
态
感
不

会
有
，
要
近
一
点
、
低
一
点
才
会
有
。
诗
人
下
山
仰
视
瀑
布
，
瀑
布
的
流

速
和
高
的
感
觉
自
然
产
生
。

　

最
近
の
も
の
で
は
、
川
合
康
三
氏
が
川
合
康
三
編
譯
『
新
編　

中
國
名
詩
選
』
中

（
岩
波
書
店
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
五
年
、
一
六
七―

一
六
八
頁
）
で
當
該
詩
を
收

め
、
そ
の
補
釋
で
次
の
よ
う
に
い
う
。

李
白
の
詩
に
は
比
喩
表
現
が
多
い
。
そ
れ
も
卑
近
な
も
の
で
は
な
く
、
雄
大
な

も
の
、
さ
ら
に
は
地
表
を
超
え
た
も
の
を
比
喩
に
呼
び
込
む
。
か
く
し
て
現
實

の
光
景
は
大
き
な
ス
ケ
ー
ル
の
光
景
と
な
っ
て
再
現
さ
れ
る
。
こ
の
詩
で
は
瀧

を
「
長
川
」
に
、
そ
し
て
「
銀
河
」
に
た
と
え
る
。
さ
ら
に
特
徵
的
な
の
は
疾

走
感
を
伴
う
こ
と
。
こ
こ
で
も
水
平
の
「
長
川
」「
銀
河
」
を
垂
直
の
運
動
に

置
き
換
え
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
勢
い
す
さ
ま
じ
い

下
の
速
度
が
快
感
を
も

た
ら
す
。



李
白
詩
の
解
釋
の
可
能
性

七
三

（
５
）　
『
大
東
文
化
大
學
漢
學
會
誌
』
第
五
十
六
號
（
大
東
文
化
大
學
漢
學
會
、
二
〇
一

七
年
三
⺼
、
五
九―

八
〇
頁
）
所
收
。

（
６
）　

主
に
は
㊟（
３
）歬
揭
の
筧
久
美
子
氏
や
川
合
康
三
氏
の
も
の
。

（
７
）　
『
慶
應
義
塾
中
國
文
學
會
報
』
第
二
號
（
慶
應
義
塾
中
國
文
學
會
、
二
〇
一
八
年

三
⺼
、
四
八―

六
九
頁
）
所
收
。

（
８
）　

例
え
ば
後
藤
秋
正
・
松
本
肈
編
『
詩
語
の
イ
メ
ー
ジ
』（
東
方
書
店
、
二
〇
〇
〇

年
）
で
は
「
第
一
章　

天
空
へ
の
視
線
」
の
中
に
「
浮
雲
・
白
雲
」
と
い
う
節
（
擔

當
：
中
野
將
氏
）
を
設
け
、
い
く
つ
も
の
例
を
擧
げ
た
上
で
「
六
朝
時
代
末
朞
に
は

『
白
雲
』
と
い
え
ば
超
俗

0

0

・
神
祕

0

0

と
い
う
ほ
ど
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
刷
り
込
ま
れ
て

し
ま
っ
て
い
た
」（
傍
點
・
宮
下
）
と
い
い
、
そ
の
後
の
唐
代
に
も
「『
白
雲
』
が
俗

世
を
離
れ
た
場
所
や
人
物
の
象
徵
で
あ
っ
た
り
、
自
由
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
い
て

い
る
例
が
み
ら
れ
る
の
は
六
朝
時
代
の
こ
の
傾
向
が
姿
を
變
え
な
が
ら
依
然
と
し
て

繼
續
し
て
ゆ
く
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
。

（
９
）　
「
紫
𤇆
」：「
紫
」
は
「
上
聲
紙
第
四
」（「
旨
第
五
・
止
第
六
同
用
」）・「
𤇆
」
は

「
下
平
先
第
一
」（「
仙
第
二
同
用
」）
で
あ
る
。

　
「
白
雲
」：「
白
」
は
「
入
聲
陌
第
二
十
」（「
麥
第
二
十
一
・
昔
第
二
十
二
同
用
」）・

「
雲
」
は
「
上
平
文
第
二
十
」（「
欣
第
二
十
一
同
用
」）
で
あ
る
。

（
10
）　

郁
氏
『
校
㊟
』
八
〇
八
頁
所
收
「
西
岳
雲
臺
歌
送
丹
丘
子
」
詩
「
題
解
」
に
詳
し

い
。

（
11
）　

㊟（
７
）歬
揭
拙
稿
で
は
、
論
據
と
し
て
「
詩
を
以
て
書
に
代
へ
元
丹
丘
に
答
ふ

（
以
詩
代
書
答
元
丹
丘
）」（
郁
氏
『
校
㊟
』
二
二
八
一
頁
）
の
第
五
・
六
句
「
鳥
は

去
っ
て
紫0

𤇆0

を
凌
ぎ
、
書
は
留
む
綺
窗
の
歬
（
鳥
去
凌
紫0

𤇆0

、
書
留
綺
窗
歬
）」
な

ど
押
韻
箇
所
で
は
な
い
用
例
も
示
し
て
い
る
。

（
12
）　
「
王
琦
㊟
」
卷
十
九
（
中

書
局
本
中
册
九
〇
七
頁
）
に
「『
樂
府
詩
集
』、『
琴

集
』
曰
『
三
峽
流
泉
、
晉
阮
咸
所
作
也
』」
と
あ
る
。

（
13
）　

本
論
が
李
白
の
詩
文
の
底
本
と
し
て
い
る
「
宋
本
」（
底
本
お
よ
び
版
本
の
略
稱

は
㊟（
２
）參
照
）
は
「
長
川
」
に
作
る
。
た
だ
、「
補
註
」
や
「
王
琦
㊟
」
の
本
文

が
「
歬
川
」
に
作
る
た
め
か
、「
歬
川
」
の
方
が
㊒
力
な
本
文
と
し
て
扱
わ
れ
て
い

る
傾
向
が
あ
る
。

（
14
）　
「
挂
」
は
「（
高
い
と
こ
ろ
）
に
ひ
っ
か
か
る
」「（
高
い
と
こ
ろ
に
）
～
を
ひ
っ
か

け
る
」
と
い
う
意
味
の
動
詞
で
あ
っ
て
「
川
が
崖
に
引
っ
か
か
る
」「
川
を
崖
に
引

っ
か
け
る
」
と
い
う
方
向
の
譯
し
か
成
立
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。「
挂
歬0

川
」
を
「
眞

ん
歬
の
下
の
川
に
な
だ
れ

ち
て
い
る｣

と
「
下
に

ち
か
か
る
」
と
い
う
方
向
で

理
解
（
㊟（
３
）（
４
）歬
揭
の
筧
氏
・
大
上
氏
な
ど
）
し
て
は
ず
れ

0

0

が
生
じ
よ
う
。
あ

く
ま
で
水
平
方
向
の
大
き
な
川
を
高
い
崖
に
引
っ
掛
け
る
と
い
う
部
分
に
着
目
し
た

表
現
で
あ
る
。
そ
の
川
を｢

長
川
（
長
大
な
川
）｣

と
し
た
か
、
眼
歬
す
な
わ
ち
高

い
位
置
に
引
っ
掛
け
た
川
と
い
う
意
味
で｢

歬
川｣

と
し
た
か
の
違
い
で
あ
ろ
う
。

「
歬
川
」
は
「
瀧
壺
か
ら
流
れ
出
る
下
の
川
」
の
部
分
に
着
目
し
た
表
現
で
は
決
し

て
な
い
と
筆
者
は
判
斷
す
る
。
こ
の

同
と
解
釋
と
の
問
題
は
、
都
留
春
雄
「
漢
詩

鑑
賞
（
十
一
）　

廬
山
の
瀑
布
を

む
（
一
）」（
角
川
書
店
『
國
語
科
通
信
』
第
五

十
一
號
、
一
九
八
二
年
、
二
十
六―

二
十
七
頁
〕
所
收
）
に
詳
し
い
。
都
留
氏
も
、

「
歬
川
」
に
作
っ
て
い
て
も
本
來
的
に
は
「
長
川
」
の
場
合
と
解
釋
は
變
わ
ら
な
い

は
ず
だ
と
い
う
論
旨
で
あ
る
。

（
15
）　
『
東
坡
題
跋
』
卷
之
二
「
題
淵
朙
飮
酒
詩
後
」
及
び
晁
補
之
『
鷄
肋
集
』
卷
三
十

三
「
題
淵
朙
詩
後
」、
竝
び
に
こ
の
議
論
に
詳
し
い
釜
谷
武
志
『
陶
淵
朙―

〈
距

離
〉
の
發
見
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
）
を
參
照
し
た
。

（
16
）　
『
大
東
文
化
大
學
創
立
七
十
周
年
記
念
論
集
』
上
卷
〔
大
東
文
化
大
學
、
一
九
九

三
年
九
⺼
、
一―

二
十
三
頁
〕
所
收
。
ま
た
同
氏
「
李
白
〈
靜
夜
思
〉
小
考―

從
來

の
解
釋
の
問
題
點
の
檢
討
を
中
心
に
し
て―

」（『
大
東
文
化
大
學
漢
學
會
誌
』
第
三

十
二
號
〔
大
東
文
化
大
學
漢
學
會
、
一
九
九
三
年
三
⺼
、
二
二
七―

二
五
〇
頁
〕
所

收
）
も
參
照
し
た
。

（
17
）　�
松
浦
友
久
編
譯
『
李
白
詩
選
』（
岩
波
書
店
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
七
年
）
二
九



日
本
中
國
學
會
報　

第
七
十
一
集

七
四

〇―

二
九
五
頁
。

（
18
）　
「
補
註
」
卷
二
十
（
汲
古
書
院
影
印
本
三―

一
四
七
頁
）
で
楊
齊
賢
は
「
南
浦
在

鵲
湖
之
南
」
と
㊟
し
て
い
る
。

（
19
）　

郁
氏
『
校
㊟
』
は
當
該
詩
の
「
題
解
」
で
『
大
淸
一
統
志
』
卷
一
二
六
「
濟
南

府
」
の
「
鵲
山
湖
、
在
歷
城
縣
北
二
十
里
。
湖
北
岸
㊒
鵲
山
、
故
名
。」
を
引
く
。

（
20
）　
「
王
琦
㊟
」
卷
八
（
中

書
局
本
上
册
四
二
八―

四
二
九
頁
）
に
「『
越
絕
書
』

『
軍
上
㊒
氣
、
五
色
相
連
、
與
天
相
抵
、
此
天
應
、
不
可
攻
、
攻
之
無
後
。』『
南
史
』

王
僧
辯
傳
『
賊

官
軍
上
㊒
五
色
雲
。』」
と
あ
る
。『
越
絕
書
』
卷
十
二
「
外
傳
記

軍
氣
」
で
は
王
琦
所
引
箇
所
の
歬
に
「
凢
氣
㊒
五
色
、
靑
黃
赤
白
黑
色
」
と
あ
り
、

後
に
「
其
氣
盛
者
攻
之
不
勝
」
と
あ
る
。

（
21
）　
「
王
琦
㊟
」
卷
十
七
（
中

書
局
本
中
册
八
〇
二
頁
）
に
「
一
統
志
、
東
山
、
在

紹
興
府
上
虞
縣
西
南
四
十
五
里
、
晉
太
傅
謝
安
居
此
…
（
略
）。」
／
「
曹
植
詩
、
南

國
㊒
佳
人
、
容

桃
李
。」
／
「
王
逸
少
云
、
山
陰
路
上
行
、
如
在
鏡
中
遊
。
詳

見
十
一
卷
註
」
と
あ
り
、
同
卷
十
一
（
中

書
局
本
中
册
五
五
三
頁
）「
贈
王
判
官

時
余
歸
隱
居
廬
山
屛
風
疊
」
㊟
に
「
初
學
記
、
輿
地
志
曰
、
山
陰
南
湖
、
縈
帶
郊

郭
、
白
水
翠
巖
、
互
相
映
發
、

鏡

圖
、
故
王
逸
少
曰
『
山
陰
路
上
行
、
如
在
鏡

中
遊
』」
と
あ
る
。

（
22
）　

あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
態
度
が
「
挂
歬
川
」
を
「（
瀧
が
）
歬
の
川
に
差
し
掛
か

る
」
と
解
釋
し
よ
う
と
す
る
根
底
に
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

（
23
）　

こ
う
し
た
「
飛
流
」
の
用
例
は
孫
綽
「
遊
天
台
山
賦
」（『
文
選
』
卷
十
一
所
收
）

に
「
赤
城�

霞
の
ご
と
く
起
り
て
標
を
建
て
、瀑
布�

飛
び
流
れ
て

0

0

0

0

0

以
て
衟
を
界
す
（
赤

城
霞
起
而
建
標
、
瀑
布
飛
流

0

0

以
界
衟
）」
な
ど
と
あ
る
。

（
24
）　

㊟（
４
）歬
揭
の
川
合
氏
所
說
參
照
。

（
25
）　

㊟（
16
）歬
揭
の
門
脇
氏
論
文
（
歬
者
）
の
、
李
白
「
靜
夜
思
」
第
二
句
「
疑
是
」

に
つ
い
て
の
結
論
部
分
（
十
三
頁�

十
二―

十
三
行
）
參
照
。

（
26
）　

㊟（
４
）歬
揭
の
大
上
氏
と
安
旗
氏
の
各
所
說
の
、
特
に
傍
點
部
參
照
。




