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一
．
は
じ
め
に 

  

こ
の
小
論
は
晩
唐
の
二
大
詩
人
、
李
商
隠
と
温
庭
筠
と
を
比
較
し
て
論
じ
、
前

者
が
唐
代
で
完
成
さ
れ
た
詩
形
、
と
り
わ
け
七
言
律
詩
と
い
う
そ
れ
を
継
承
し
つ

つ
、
そ
れ
と
共
起
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
詩
想
を
か
な
り
変
容
さ
せ
た
の
に
対

し
、
後
者
が
そ
う
し
た
詩
形
を
一
方
で
維
持
し
つ
つ
も
、
他
方
で
詞
と
い
う
新
ら

し
い
形
式
に
踏
み
こ
ん
だ
過
程
を
、
文
芸
学
で
は
な
く
異
常
心
理
学
と
い
う
限
定

さ
れ
た
視
点
か
ら
考
察
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。 

 

二
．
李
商
隠
に
つ
い
て 

 
 

 

李
商
隠
は
憲
宗
の
元
和
六
年
（
西
暦
八
一
一
年
）、
懐
州
獲
嘉
県
（
河
南
省
北
辺

の
地
）
に
生
ま
れ
た
。
一
説
に
は
元
和
七
年
生
と
も
言
わ
れ
る
。
字
は
義
山
、
ま

た
懐
州
の
玉
谿
山
の
道
観
で
学
ん
だ
こ
と
が
あ
る
た
め
玉
谿
生
と
号
し
、
長
安
近

辺
の
樊
川
の
南
に
住
ん
だ
こ
と
が
あ
る
た
め
樊
南
生
と
も
号
し
た
。
父
は
獲
嘉
県

令
で
あ
り
、
後
に
あ
る
節
度
使
の
幕
下
に
移
っ
た
が
、
商
隠
十
歳
の
時
に
卒
し
、

彼
は
困
窮
の
中
で
学
問
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
大
和
三
年
（
八
二
九
）
、

十
八
歳
の
時
、
官
界
の
重
鎮
令
狐
楚
の
知
遇
を
得
て
、
そ
の
息
子
の
令
狐
綯
と
と

も
に
勉
学
に
励
む
に
至
っ
た
。
商
隠
は
そ
れ
ま
で
に
す
で
に
古
文
に
よ
っ
て
名
を

知
ら
れ
て
い
た
が
、
四
六
駢
儷
文
の
大
家
で
あ
っ
た
令
狐
楚
の
勧
め
で
古
文
を
捨

て
、
駢
儷
文
を
作
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

大
和
四
年
、
進
士
科
に
応
じ
た
が
落
第
、
友
人
の
令
狐
綯
は
登
第
し
た
。
こ
の

後
も
彼
は
た
び
た
び
受
験
し
失
敗
し
た
が
、
開
成
二
年
（
八
三
七
）、
令
狐
綯
の
推

挙
を
得
て
進
士
に
合
格
し
た
。
し
か
し
同
年
十
一
月
、
当
時
興
元
節
度
使
で
あ
っ

た
庇
護
者
の
令
狐
楚
が
卒
し
た
。
商
隠
は
未
だ
宏
詞
の
試
験
に
は
合
格
し
て
い
な

か
っ
た
の
で
官
に
就
く
こ
と
が
で
き
ず
、
令
狐
綯
が
父
の
喪
に
服
す
間
に
、
涇
原

節
度
使
王
茂
元
の
招
き
に
応
じ
て
幕
下
に
赴
き
、
や
が
て
そ
の
女
婿
と
な
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
が
彼
の
生
の
大
き
な
転
機
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。 

 
当
時
唐
朝
は
い
わ
ゆ
る
牛
李
の
党
争
と
い
う
激
し
い
権
力
闘
争
の
た
だ
中
に
あ

っ
た
。
そ
れ
は
ご
く
簡
単
に
言
え
ば
、
憲
宗
の
こ
ろ
に
宰
相
で
あ
っ
た
李
吉
甫
の

子
息
、
李
徳
裕
を
中
心
と
す
る
貴
族
権
門
出
身
者
の
派
閥
と
、
牛
僧
儒
、
李
宗
閔

ら
を
中
心
と
す
る
進
士
出
身
者
の
派
閥
と
の
間
で
争
わ
れ
た
、
約
四
十
年
に
わ
た

 

＊
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二
〇
） 

る
激
し
い
権
力
闘
争
で
あ
る
。
そ
こ
に
別
の
新
興
勢
力
や
宦
官
な
ど
も
絡
み
、
事

態
は
錯
綜
し
た
展
開
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
商
隠
に
と
っ
て
重
大
な
意
味

を
も
っ
た
の
は
、
令
狐
楚
、
綯
父
子
が
牛
党
に
属
し
、
岳
父
王
茂
元
は
李
党
に
属

し
て
い
た
、
と
い
う
事
実
で
あ
っ
た
。
彼
は
こ
の
激
し
い
争
い
の
中
で
重
大
な
背

信
行
為
を
し
た
の
で
あ
っ
た
。 

 

た
だ
し
川
合
(1)
は
、
近
年
、
二
つ
の
党
派
は
単
純
に
色
分
け
さ
れ
る
も
の
で
は

な
く
人
の
行
き
来
も
あ
り
、
ま
た
末
端
の
地
位
に
あ
っ
た
商
隠
に
と
っ
て
そ
れ
は

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
研
究
の
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。
他
方
、
桐
島
(2)
は
そ
う
し
た
説
を
考
慮
し
な
が
ら
、
彼
が
宏
詞
の
試

験
に
不
合
格
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
以
後
の
仕
途
が
冷
落
し
た
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
を
指
摘
し
、
た
と
え
彼
の
地
位
が
牛
党
の
宿
敵
に
な
る
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た

に
せ
よ
、
少
な
く
と
も
令
狐
綯
に
不
快
感
を
抱
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し

て
い
る
。 

 

そ
の
後
彼
は
秘
書
省
校
書
郎
と
な
り
、
弘
農
県
県
尉
と
な
っ
た
が
、
あ
る
事
案

に
つ
き
譴
責
を
受
け
て
辞
任
し
、
岳
父
王
茂
元
の
幕
下
に
入
り
、
さ
ら
に
再
び
官

途
に
つ
き
、
秘
書
省
正
字
を
授
け
ら
れ
た
。
し
か
し
母
が
亡
く
な
っ
た
た
め
職
を

辞
し
て
喪
に
服
し
た
。
翌
会
昌
三
年
（
八
四
三
）、
河
陽
節
度
使
で
あ
っ
た
王
茂
元

が
卒
し
、
彼
は
再
び
有
力
な
庇
護
者
を
失
う
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

そ
の
後
彼
は
会
昌
五
年
、
母
の
喪
が
明
け
て
再
び
秘
書
省
正
字
に
就
い
た
が
、

二
年
後
に
は
李
党
に
属
す
る
桂
林
観
察
使
鄭
亜
に
判
官
と
し
て
招
か
れ
、
桂
州
に

赴
い
た
。
翌
年
鄭
亜
が
左
遷
さ
れ
た
た
め
に
桂
州
を
離
れ
、
そ
の
後
は
何
人
か
の

節
度
使
の
幕
下
に
入
っ
た
り
、
下
級
官
僚
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
を
く
り
返
す
。 

 

大
中
五
年
（
八
五
一
）、
妻
の
王
氏
が
亡
く
な
り
、
ま
た
令
狐
綯
が
宰
相
と
な
っ

た
。
商
隠
は
綯
の
推
挙
に
よ
っ
て
太
学
博
士
の
任
に
就
い
た
が
、
こ
れ
は
名
ば
か

り
の
閑
官
に
す
ぎ
ず
、
同
年
、
東
川
節
度
使
柳
仲
郢
の
招
き
に
応
じ
て
梓
州
（
四

川
省
）
に
赴
任
し
た
。
大
中
九
年
、
柳
仲
郢
は
任
期
満
ち
て
吏
部
侍
郎
と
し
て
朝

廷
に
戻
り
、
彼
も
同
行
し
た
。
翌
大
中
十
年
、
柳
は
諸
道
塩
鉄
転
運
使
を
兼
任
し
、

彼
は
そ
の
推
挙
で
塩
鉄
推
官
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
大
中
十
二
年
、
柳
が
塩
鉄
転
運
使

か
ら
刑
部
尚
書
に
移
っ
た
た
め
、
塩
鉄
推
官
を
辞
し
、
鄭
州
の
家
に
帰
り
、
ほ
ど

な
く
病
没
し
た
。 

 

彼
は
官
界
に
お
け
る
立
身
を
夢
み
た
が
果
た
せ
ず
、
節
度
使
の
幕
僚
と
い
う
頼

り
な
い
立
場
と
下
級
官
僚
の
地
位
と
の
間
を
右
往
左
往
し
、
李
党
の
有
力
者
の
女

婿
と
な
り
な
が
ら
、
少
年
時
代
か
ら
の
友
人
で
あ
る
牛
党
の
有
力
者
令
狐
綯
に
し

ば
し
ば
頼
り
、
つ
い
に
満
足
で
き
る
官
職
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
に
四
八

歳
で
没
し
た
。
不
満
、
焦
燥
、
諦
念
に
彩
ら
れ
た
生
で
あ
り
、
そ
の
間
に
彼
は
多

く
の
優
れ
た
詩
文
を
創
造
し
た
。 

 

三
．
令
狐
綯
と
の
関
係 

 
 

 

す
で
に
進
士
に
及
第
し
て
い
た
令
狐
綯
が
開
成
元
年
、
左
拾
遺
に
な
る
と
、
商

隠
は
彼
に
「
別
令
狐
綯
拾
遺
書
」
を
送
り
、
古
く
か
ら
の
友
誼
を
訴
え
、
自
ら
の

困
窮
し
た
状
況
を
述
べ
た
。
高
橋
(3)
は
、
執
拗
に
二
人
の
友
誼
を
確
認
す
る
こ
の

書
の
筆
致
の
う
ら
に
は
、
す
で
に
世
人
の
な
ん
ら
か
の
中
傷
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
さ
ら
に
彼
は
こ
の
書
簡
が
開
成
元
年
で
は
な
く
二
年
に

書
か
れ
た
可
能
性
に
触
れ
、
そ
う
で
あ
れ
ば
進
士
に
な
り
な
が
ら
も
関
試
に
阻
ま

れ
て
職
に
就
け
ず
、
そ
こ
に
王
茂
元
か
ら
の
内
々
の
勧
誘
を
受
け
て
動
揺
を
き
た



 

（
二
一
） 

し
て
い
た
と
い
う
事
態
が
反
映
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
年
、
令
狐
楚
は
病
い
篤
く
か
け
つ
け
た
彼
に

後
の
上
奏
文
「
遺
表
」
を
書

か
せ
、
十
一
月
に
卒
し
た
。
商
隠
は
「
奠
相
公
令
狐
公
文
」
を
作
っ
て
彼
を
悼
ん

だ
。
彼
は
翌
年
、
王
茂
元
の
招
き
に
応
じ
、
そ
の
女
婿
に
な
っ
て
い
る
。
事
態
は

い
さ
さ
か
錯
綜
し
て
お
り
、
商
隠
が
令
狐
楚
と
の
関
係
に
一
応
の
ピ
リ
オ
ド
を
う

っ
て
か
ら
王
茂
元
の
ま
ね
き
に
応
じ
た
の
か
、
令
狐
楚
、
綯
父
子
の
信
頼
を
受
け

つ
つ
も
ひ
そ
か
に
王
茂
元
に
通
じ
て
い
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
ま
た
王
茂
元

は
李
党
に
属
し
て
は
お
ら
ず
、
中
立
的
な
立
場
に
あ
っ
た
と
い
う
説
も
あ
る
よ
う

で
あ
り
、
商
隠
が
明
確
に
背
信
行
為
を
し
た
か
ど
う
か
も
確
か
め
ら
れ
な
い
。 

 

い
ず
れ
に
せ
よ
彼
は
そ
れ
か
ら
も
令
狐
綯
に
友
情
の
回
復
と
職
の
斡
旋
を
執
拗

に
訴
え
続
け
、
綯
は
十
分
に
は
そ
れ
に
答
え
な
か
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
桐
島
に
よ
れ
ば
開
成
五
年
（
八
四
〇
）、
彼
は
す
で
に
王
茂
元
の
女
婿

と
な
っ
て
い
た
が
、
綯
に
就
職
を
依
頼
し
て
い
る
（
「
献
舎
人
彭
城
公
啓
」「
献
舎

人
河
東
公
啓
」「
酬
別
令
狐
補
闕
」
中
の
「
彈
冠
如
不
問 

又
到
掃
門
時
」
の
句
な

ど
）。
大
中
元
年
（
八
四
七
）
に
は
「
酬
令
狐
郎
中
見
寄
」
な
る
詩
で
綯
へ
の
友
情

を
う
た
い
、
翌
年
の
「
寄
令
狐
學
士
」
詩
で
綯
へ
の
羨
望
と
就
職
依
頼
を
う
た
い
、

さ
ら
に
翌
年
の
「
令
狐
舎
人
説
昨
夜 

西
掖
翫
月 

因
戯
贈
」
詩
で
も
推
薦
を
願

っ
て
い
る
。
大
中
五
年
に
は
綯
の
協
力
で
太
学
博
士
に
任
じ
た
が
、
あ
ま
り
に
微

官
で
あ
っ
た
の
で
す
ぐ
に
辞
職
し
て
い
る
。「
舊
唐
書
」で
は
こ
の
冷
遇
の
理
由
を
、

彼
が
牛
党
か
ら
李
党
に
走
っ
た
背
信
行
為
へ
の
綯
の
怒
り
に
求
め
て
お
り
、「
新
唐

書
」
で
は
よ
り
一
般
的
な
視
点
か
ら
、
牛
李
の
双
方
の
党
人
か
ら
詭
薄
無
行
と
蚩

謫
さ
れ
た
こ
と
に
求
め
て
い
る
。
他
方
、「
資
治
通
鑑
」
で
は
令
狐
綯
の
「
忌
勝
己

者
」
と
い
う
性
格
に
求
め
て
い
る
。 

 

桐
島
は
商
隠
の
不
遇
の

大
の
理
由
と
し
て
令
狐
綯
と
の
関
係
の
破
綻
を
あ
げ

て
い
る
。
川
合
は
そ
の
条
件
を
否
定
し
て
は
い
な
い
が
、
さ
ら
な
る
理
由
と
し
て
、

科
挙
出
身
だ
け
で
は
昇
進
が
か
な
わ
な
く
な
っ
た
時
代
の
変
化
、
複
雑
な
官
界
の

人
間
関
係
、
さ
ら
に
詩
人
と
し
て
才
能
は
あ
る
も
の
の
現
実
世
界
で
立
身
す
る
そ

れ
に
は
乏
し
い
彼
自
身
の
資
質
の
問
題
、
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。 

 

現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
視
点
か
ら
あ
え
て
解
釈
を
試
み
れ
ば
、
や
は
り
と
り
わ
け

目
に
つ
く
の
は
商
隠
と
令
狐
綯
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
の
両
者
は
い
わ
ゆ
る
鏡
像

関
係
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ラ
カ
ン
(4)

(5)
は
、
幼
児
が
み
な
自
分
の

鏡
像
を
前
に
し
て
大
へ
ん
喜
ぶ
と
い
う
事
実
か
ら
出
発
す
る
。
幼
児
は
そ
の
時
点

ま
で
は
自
ら
は
孤
立
し
た
感
覚
や
欲
望
の
よ
せ
あ
つ
め
に
す
ぎ
な
い
（
寸
断
さ
れ

た
身
体
）。
し
か
し
彼
が
鏡
の
前
で
そ
こ
に
一
つ
の
全
体
像
を
見
出
し
、
そ
れ
を
自

ら
の
姿
と
認
め
る
時
（
同
一
視
）、
そ
こ
に
自
我
形
成
の
モ
メ
ン
ト
で
あ
る
理
想
的

な
原
型
が
招
来
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
以
後
彼
は
こ
の
鏡
像
に
籠
絡
さ
れ
、
常
に

理
想
的
、
虚
構
的
、
想
像
的
な
自
我
を
求
め
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
人
間
の
自
我

は
主
体
と
は
異
る
も
の
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
本
質
的
に
自
己

疎
外
的
で
あ
る
。
や
が
て
鏡
像
と
同
じ
外
的
視
像
を
も
つ
他
者
が
登
場
し
、
他
者

が
鏡
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
り
、
鏡
像
自
我
は
他
者
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
よ

う
に
な
る
。
鏡
像
自
我
の
統
合
的
全
体
性
は
他
者
に
委
ね
ら
れ
、
つ
い
に
は
他
者

に
奪
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
、
彼
は
他
者
か
ら
そ
れ
を
奪
い
か
え
し
、
他
者

を
消
し
さ
る
べ
く
常
に
駆
り
た
て
ら
れ
る
。 

  

「
・
・
・
欲
望
す
る
人
間
主
体
は
、
主
体
に
ま
と
ま
り
を
与
え
る
も
の
と
し
て

の
他
者
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
周
り
に
形
成
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
主
体
が



 

（
二
二
） 

初
に
対
象
に
接
近
す
る
の
は
、
他
者
の
欲
望
の
対
象
と
し
て
体
験
さ
れ
た
対
象

な
の
で
す
。 

 
 

・
・
・「
エ
ゴ
」
の

初
の
統
合
は
、
本
質
的
に
「
他
我
」
で
あ
り
、
そ
れ
は

疎
外
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。」 

 

ラ
カ
ン
は
こ
う
し
た
想
像
（
イ
メ
ー
ジ
）
の
構
造
を
基
本
と
し
た
関
係
を
想
像
界

（L
'Im

aginaire

）
と
呼
称
し
て
い
る
。 

 

こ
の
鏡
像
段
階
論
に
は
先
蹤
が
あ
る
。
メ
ラ
ニ
ー
ク
ラ
イ
ン
(6)
に
よ
れ
ば
、
一

歳
前
後
の
乳
児
に
お
い
て

も
活
発
に
作
動
す
る
原
始
的
防
衛
機
制
は
分
裂

（splitting

）
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
自
己
は
、
リ
ビ
ド
ー
的
欲
求
充
足
的
な
側
面
と
、

攻
撃
的
欲
求
不
満
的
な
側
面
と
に
分
裂
し
て
認
知
さ
れ
る
。
分
裂
し
た
そ
れ
ぞ
れ

の
部
分
は
外
部
の
対
象
に
投
影
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
投
影
さ
れ
た
自
己
の
部
分
と

そ
れ
を
受
け
た
外
界
の
対
象
と
が
同
一
視
さ
れ
る
機
制
が
「
投
影
性
同
一
視
」
で

あ
る
。
こ
の
現
象
は
単
な
る
投
影
と
は
異
な
り
、
対
象
と
自
己
の
一
部
と
が
同
一

視
さ
れ
る
の
で
、
彼
は
対
象
に
対
し
て
も
投
影
さ
れ
た
部
分
の
自
己
に
対
し
て
と

る
の
と
同
じ
よ
う
な
態
度
、
す
な
わ
ち
願
望
充
足
追
及
的
、
あ
る
い
は
処
罰
、
攻

撃
的
な
態
度
を
と
り
つ
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。 

 

い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
人
間
は
理
想
的
な
、
自
我
の
「
良

い
」
部
分
の
投
影
さ
れ
た
鏡
像
自
我
を
熱
烈
に
追
い
求
め
る
か
、
疎
外
的
な
、
自

我
の
「
悪
い
」
部
分
の
投
影
さ
れ
た
そ
れ
を
激
し
く
攻
撃
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ

し
て
あ
る
種
の
状
況
で
は
成
人
後
も
こ
の
行
動
パ
タ
ー
ン
が
反
復
さ
れ
る
こ
と
が

あ
る
、
と
さ
れ
る
。 

 

 

さ
き
に
桐
島
の
指
摘
を
引
い
て
、
見
苦
し
い
ま
で
の
令
狐
綯
に
対
す
る
商
隠
の

依
存
欲
求
を
見
た
が
、
そ
う
し
た
欲
求
と
そ
れ
が
充
足
さ
れ
な
い
怨
恨
と
は
、
綯

に
あ
て
た
わ
け
で
は
な
い
作
品
に
も
数
多
く
み
ら
れ
る
。 

  
 
 

蟬 

   

本
以
高
難
飽 

 

徒
勞
恨
費
聲 

 

五
更
踈
欲
斷 

 

一
樹
碧
無

 

 

薄
宦
梗
猶
汎 

 

故
園
蕪
已
平 

 

煩
君

相
警 

 

我
亦
擧
家
淸 

  
 
 

風
雨 

 
 

 
淒
涼
寶
劍
篇 

 
羇
泊
欲
窮
年 

 

黃
葉
仍
風
雨 

 

靑
樓
自
管
絃 

 

新
知
遭
薄
俗 



 

（
二
三
） 

 
舊
好

良
緣 

 
心
斷
新
豐
酒 

 

銷
愁
斗
幾
千 

 

川
合
に
よ
れ
ば
、
自
身
の
不
運
を
蝉
に
托
し
て
う
た
う
文
学
は
後
漢
の
賦
か
ら
み

ら
れ
る
手
法
で
あ
る
。
一
樹
が
無
情
で
あ
る
と
い
う
句
は
、
頼
み
と
す
る
有
力
者

が
何
の
恩
顧
も
与
え
て
く
れ
な
い
こ
と
を
表
わ
す
。「
梗
」
は
木
で
作
っ
た
人
形
を

指
し
、「
戦
国
策
」
に
あ
る
、
木
の
人
形
が
土
の
人
形
に
対
し
て
、「
君
は
雨
が
降

れ
ば
溶
け
て
し
ま
う
」
と
け
な
す
と
、
土
の
人
形
が
「
自
分
は
溶
け
て
も
も
と
の

土
に
戻
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
君
は
雨
が
降
れ
ば
流
さ
れ
て
ど
こ
か
へ
行
っ
て
し

ま
う
」
と
言
い
返
し
た
と
い
う
寓
話
に
基
き
、
下
級
官
吏
が
地
方
を
あ
て
ど
な
く

さ
す
ら
う
こ
と
を
諷
し
て
い
る
。「
蕪
」
は
「
帰
去
来
の
辞
」
の
「
田
園
特
に
蕪
れ

な
ん
と
す
」
に
由
来
し
て
い
る
。
ま
た
「
風
雨
」
の
第
一
句
「
宝
剣
篇
」
は
初
唐

期
、
郭
震
が
「
宝
剣
篇
」
を
武
則
天
に
呈
し
て
出
世
し
た
故
事
に
、
第
七
句
「
新

豊
酒
」
は
や
は
り
初
唐
に
馬
周
が
新
豊
（
陜
西
省
臨
潼
県
）
で
や
け
酒
を
あ
お
っ

て
い
た
が
、
後
に
太
宗
に
抜
擢
さ
れ
た
故
事
に
、
そ
れ
ぞ
れ
基
い
て
い
る
。
い
ず

れ
も
微
賤
の
身
か
ら
栄
進
し
た
例
で
あ
り
、
商
隠
の
切
な
い
願
望
が
こ
め
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。
頸
聯
「
新
知
遭
薄
俗
」
は
自
ら
が
置
か
れ
て
い
る
新
ら
し
い

環
境
で
敵
対
的
な
人
物
に
疎
ま
れ
て
適
応
で
き
な
い
で
い
る
状
態
を
指
し
、「
舊
好

隔
良
縁
」
は
令
狐
綯
に
対
す
る
恨
み
を
表
現
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
彼
は
綯
に
対
す
る
依
存
と
そ
の
栄
進
に
対
す
る
羨
望
、
そ
し
て
自

分
を
顧
み
て
く
れ
な
い
こ
と
へ
の
怨
恨
な
ど
を
生
涯
抱
き
続
け
て
い
た
。
綯
は
彼

に
と
っ
て
の
理
想
自
我
（Ideal-Ich

）
で
あ
り
、
彼
は
自
己
愛
的
・
空
想
的
・
全

能
的
な
理
想
化
さ
れ
た
自
己
、
つ
ま
り
鏡
像
自
我
を
綯
に
見
出
し
、
そ
れ
と
の
同

一
視
の
過
程
で
、
当
然
に
自
分
に
も
た
ら
さ
れ
る
は
ず
の
栄
誉
の
持
ち
分
を
要
求

し
て
い
た
か
に
み
え
る
。
他
方
で
鏡
像
関
係
に
常
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
綯
は
彼

に
と
っ
て
全
き
簒
奪
者
で
あ
り
、
綯
の
栄
達
を
祝
し
自
ら
の
不
遇
を
歎
く
彼
の
詩

文
の
背
後
に
は
、
こ
の
ラ
イ
バ
ル
に
対
す
る
陰
湿
で
根
強
い
攻
撃
性
が
存
在
し
て

い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
際
限
な
く
続
け
ら
れ
る
双
数
的
闘
争
は
、
通
常

は
第
三
項
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
大
文
字
の
他
者
（A

utre

）
の
登
場
に
よ
っ
て
終
止

符
を
う
た
れ
る
。
彼
は
こ
の
絶
対
的
他
者
に
服
し
、
か
つ
そ
れ
に
同
一
性
を
保
証

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
想
像
界
か
ら
法
と
言
葉
の
支
配
す
る
世
界
、
象
徴
界
（L

e 

S
ym

b
olique

）
に
入
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
大
文
字
の
他
者
で
あ
り
「
父
」

で
あ
る
令
狐
楚
は
す
で
に
亡
く
、
彼
は
鏡
像
段
階
を
決
定
的
に
離
脱
す
る
こ
と
は

終
生
で
き
な
か
っ
た
か
に
み
え
る
。 

 

他
方
、
令
狐
綯
の
方
で
は
商
隠
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
か
を
考
え
る
こ
と
も

興
味
深
い
問
題
で
は
あ
ろ
う
。
大
和
三
年
（
八
二
九
）、
商
隠
は
令
狐
楚
の
知
遇
を

得
て
そ
の
幕
下
に
入
り
、
綯
と
と
も
に
駢
文
を
学
ん
だ
。
す
で
に
十
代
に
し
て
古

文
に
よ
っ
て
名
を
知
ら
れ
て
い
た
商
隠
、
そ
し
て
父
の
楚
の
勧
め
で
一
転
し
て
駢

文
を
学
び
だ
し
、
と
び
き
り
の
才
能
を
見
せ
つ
け
た
同
年
輩
の
友
人
、
綯
に
と
っ

て
も
お
そ
ら
く
商
隠
は
鏡
像
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
や
が
て
商

隠
は
王
茂
元
の
女
婿
と
な
る
。
既
述
の
よ
う
に
王
茂
元
が
綯
の
属
す
る
牛
党
に
敵

対
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
李
党
に
属
し
て
い
た
か
、
そ
れ
と
も
中
立
的
な
立
場
に
あ

っ
た
か
は
諸
説
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
た
と
え
後
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
綯
に

と
っ
て
は
不
快
な
商
隠
の
行
動
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
の
後
も
商

隠
は
押
し
つ
け
が
ま
し
く
友
情
を
強
調
し
、
執
拗
に
推
薦
を
求
め
て
く
る
。
綯
と
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し
て
は
当
然
に
商
隠
が
う
と
ま
し
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
大
中
五
年
（
八
五
一
）

に
綯
は
宰
相
と
な
り
、
商
隠
は
そ
の
推
挙
で
太
学
博
士
と
い
う
閑
官
に
つ
く
。
綯

の
官
吏
と
し
て
の
履
歴
に
も
浮
沈
は
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
時
点
ま
で

に
は
「
父
」
の
裁
定
を
待
た
ず
と
も
、
す
で
に
鏡
像
段
階
に
お
け
る
両
者
の
事
実

上
の
決
着
は
つ
い
て
お
り
、
綯
は
商
隠
に
も
う
少
し
力
を
か
し
て
も
よ
か
っ
た
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
。
鏡
像
関
係
の
破
壊
的
な
力
は
な
お
や
ま
ず
に
作
用
し
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

も
っ
と
も
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
心
理
か
ら
彼
ら
の
そ
れ
を
推
し
量
る
の
は
適
切

で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
宰
相
の
地
位
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
自
ら
の
努
力

の
及
ば
な
い
政
治
的
潮
流
の
変
化
や
、
些
細
な
讒
言
に
よ
っ
て
た
ち
ま
ち
覆
さ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
時
に
は
命
さ
え
奪
わ
れ
て
し
ま

い
か
ね
な
い
危
険
性
を
は
ら
む
そ
れ
で
あ
っ
た
。
綯
と
し
て
は
叛
服
常
な
き
商
隠

な
ど
に
恩
情
を
与
え
て
い
る
余
裕
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
逆
に
商
隠
が

些
細
な
縁
故
を
頼
り
、
官
を
求
め
て
右
往
左
往
し
た
こ
と
も
、
彼
が
大
詩
人
で
あ

る
が
故
に
後
世
問
題
に
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
当
時
と
し
て
は
誰
も
が
と
る
で
あ

ろ
う
普
通
の
行
動
様
式
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
商
隠
の
あ
ま

り
に
異
様
に
み
え
る
、「
侵
襲
的
」
と
言
っ
て
も
い
い
よ
う
な
執
拗
な
依
存
、
固
着

か
ら
、
鏡
像
段
階
説
な
ど
を
も
ち
出
し
た
が
、
こ
の
へ
ん
は
当
時
の
状
況
、
エ
ー

ト
ス
、
一
般
的
な
価
値
観
な
ど
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

し
か
し
ま
た
、
半
面
で
現
代
の
心
理
学
者
が
指
摘
す
る
よ
う
な
心
的
機
制
が
全

く
妥
当
し
な
い
も
の
か
ど
う
か
も
考
慮
し
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
り
あ
え

ず
本
節
で
は
自
我
形
成
に
関
わ
る
鏡
像
段
階
説
を
引
い
て
、
李
商
隠
と
令
狐
綯
と

の
関
係
を
仮
説
的
に
解
釈
し
て
み
た
。 

四
．「
悲
哀
の
仕
事
」
を
め
ぐ
っ
て 

  

桐
島
は
同
時
代
の
大
詩
人
杜
牧
に
も
温
庭
筠
に
も
悼
亡
詩
は
な
く
、
李
商
隠
だ

け
が
独
特
の
抒
情
性
を
も
つ
そ
れ
を
作
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
ら
の
詩

は
彼
の
内
向
的
個
性
の
顕
現
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
、
彼
に

先
立
つ
潘
岳
か
ら
元
稹
に
至
る
悼
亡
詩
と
は
異
な
り
、
彼
が
妻
の
姿
を
幻
想
化
・

理
想
化
し
て
象
徴
的
に
描
い
た
こ
と
、
貴
人
の
娘
婿
と
し
て
の
名
声
と
誇
り
を
失

い
、
栄
達
へ
の
手
づ
る
を
失
っ
た
焦
り
や
悔
し
さ
を
そ
こ
に
こ
め
て
い
る
こ
と
、

以
後
は
覇
気
を
失
い
、
落
魄
し
た
生
涯
を
送
ら
ざ
る
を
え
な
い
状
態
を
詠
ん
だ
こ

と
、
こ
の
三
点
が
彼
の
悼
亡
詩
の
特
徴
で
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。 

 

悼
亡
詩
の
作
製
は
心
理
的
に
は
フ
ロ
イ
ト

(7)

の
言
う
「
悲
哀
の
仕
事
」

（T
rauerarb

eit 

状
況
に
応
じ
て
「
喪
の
仕
事
」
と
も
訳
さ
れ
る
）
に
属
し
て
い

る
。「
悲
哀
の
仕
事
」
と
は
対
象
喪
失
に
伴
わ
れ
る
悲
哀
の
心
理
過
程
を
指
し
て
い

る
。
フ
ロ
イ
ト
に
よ
れ
ば
対
象
喪
失
に
伴
わ
れ
る
通
常
の
悲
哀
に
お
い
て
は
、

初
は
失
わ
れ
た
対
象
を
取
り
も
ど
そ
う
と
し
た
り
、
あ
く
ま
で
も
保
持
し
よ
う
と

し
た
り
す
る
段
階
が
生
じ
、
対
象
の
断
念
を
認
め
ざ
る
を
え
な
く
な
る
と
激
し
い

失
意
、
悲
嘆
の
段
階
が
こ
れ
に
続
く
。
そ
し
て

後
に
は
苛
酷
な
現
実
の
受
容
と

古
い
対
象
か
ら
の
離
脱
、
新
ら
し
い
対
象
を
見
出
そ
う
と
す
る
心
的
体
制
の
構
築

が
始
ま
り
、
悲
哀
の
仕
事
は
終
熄
す
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
に
は
対
象
が
喪
失
さ

れ
て
い
る
の
に
内
的
な
幻
想
の
世
界
で
は
そ
の
対
象
に
対
す
る
思
慕
の
情
が
続
き
、

そ
れ
に
対
す
る
備
給
が
解
消
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
心

的
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
フ
ロ
イ
ト
は
「
悲
哀
と
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
」
で
は

正
常
な
悲
哀
の
心
理
過
程
と
病
的
な
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
の
そ
れ
と
を
比
較
し
、
後
者



 

（
二
五
） 

に
お
い
て
は
主
体
は
対
象
を
自
己
愛
的
に
同
一
化
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
対
象

喪
失
は
自
己
喪
失
で
あ
り
、
か
つ
、
対
象
に
対
す
る
強
い
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ツ
に

基
く
攻
撃
性
が
自
己
に
向
け
ら
れ
る
結
果
、
う
つ
病
に
特
有
の
自
己
非
難
や
罪
責

感
が
生
じ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
「
自
我
と
エ
ス
」
で
は
対
象
備
給
の

断
念
と
同
一
化
の
過
程
に
積
極
的
な
意
義
が
与
え
ら
れ
、
そ
れ
は
発
達
段
階
の
初

期
に
は
常
に
生
じ
る
機
制
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
第
二
局
所
論
に
お
け
る
「
自

我
」
が
形
成
さ
れ
る
、
と
ま
で
主
張
し
て
い
る
(8)
。 

 

李
商
隠
に
お
い
て
悲
哀
の
仕
事
は
ど
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ
た
の
か
。
桐
島

の
指
摘
す
る
ご
と
く
、
彼
の
悲
哀
の
仕
事
は
特
有
の
二
面
性
を
も
っ
て
い
る
か
に

み
え
る
。
一
方
で
は
彼
は
妻
の
王
氏
を
極
端
に
虚
構
化
理
想
化
し
、
他
方
で
は
栄

達
へ
の
道
を
と
ざ
さ
れ
た
現
実
的
な
苦
境
を
悲
し
ん
で
い
る
。 

  
 
 

房
中
曲 

  

薔
薇
泣
幽
素 

 

翠
帶
花
錢
小 

 

嬌
郎
癡
若
雲 

 

抱
日
西
簾
曉 

 

枕
是
龍
宮
石 

 

割
得
秋
波
色 

 

玉
簟
失
柔
膚 

 

但
見
蒙
羅
碧 

 

憶
得
前
年
春 

 

未
語
含
悲
辛 

 

歸
來
已
不
見 

 

錦
瑟
長
於
人 

 

今
日
澗
底
松 

 

明
日
山
頭
蘗 

 

愁
到
天
地
翻 

 

相
看
不
相
識 

 
 

 

こ
の
詩
は
大
中
五
年
（
八
五
一
）、
商
隠
四
十
歳
の
時
、
妻
王
氏
が
亡
く
な
っ
た

こ
と
を
悼
ん
で
作
ら
れ
た
そ
れ
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
第
三
句
「
嬌
郎
」
を
高

橋
は
残
さ
れ
た
愛
児
を
指
す
も
の
と
し
、
桐
島
は
商
隠
自
身
を
指
す
も
の
と
し
、

川
合
は
男
女
関
係
一
般
に
お
け
る
男
性
を
指
す
も
の
と
し
て
い
る
。
愛
児
と
し
た

方
が
痛
切
な
思
い
を
ひ
き
お
こ
す
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
少
し
後
に
作
ら
れ
た
「
嵆

氏
幼
名
猶
可
憐 

左
家
婦
女
豈
能
忘
」
と
い
っ
た
句
、「
上
河
東
公
啓
」
な
ど
に
徴

し
て
も
そ
の
方
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
半
面
で
先
行
二
句
と
の
続

き
具
合
か
ら
す
る
と
男
性
、
つ
ま
り
は
商
隠
自
身
と
と
る
方
が
自
然
で
あ
る
よ
う

に
も
み
え
る
。
こ
の
部
分
は
解
釈
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。 

 

彼
は
王
茂
元
の
邸
宅
の
西
亭
に
服
喪
中
に
も
何
篇
か
の
詩
を
作
っ
て
い
る
。 

  
 
 

西
亭 

  

此
夜
西
亭
月
正
圓 

 

疎
簾
相
伴
宿
風
煙 



 

（
二
六
） 

 
梧
桐
莫
更
翻
淸
露 

 
孤
鶴
從
來
不
得
眠 

  

商
隠
は
同
年
、
東
川
節
度
使
柳
仲
郢
の
招
き
に
応
じ
て
梓
州
（
四
川
省
三
台
県
）

に
赴
く
。
そ
こ
で
彼
の
孤
独
を
哀
れ
ん
だ
柳
は
、
身
の
ま
わ
り
の
世
話
を
す
る
た

め
の
歌
妓
を
贈
っ
た
が
、
彼
は
謝
絶
し
、（「
上
河
東
公
啓
」）、
亡
妻
王
氏
を
思
う

「
李
夫
人
」
三
首
を
作
っ
て
い
る
。
桐
島
は
こ
の
詩
に
つ
い
て
詳
し
い
解
釈
を
施

し
て
い
る
が
、
一
首
を
例
示
し
た
い
。 

  
 
 

李
夫
人
其
一 

  

一
帶
不
結
心 

 

兩
股
方
安
髻 

 

慚
愧
白
茅
人 

 

月
没
教
星
替 

 

李
夫
人
と
は
若
く
し
て
逝
っ
た
漢
の
武
帝
の
愛
人
で
あ
り
、
武
帝
が
思
慕
の
あ
ま

り
方
士
を
し
て
招
魂
せ
し
め
、
招
か
れ
た
李
夫
人
が
遙
か
離
れ
た
帳
の
中
に
坐
り
、

ま
た
歩
ん
だ
あ
り
さ
ま
が
望
ま
れ
た
、
と
い
う
説
話
が
残
さ
れ
て
い
る
（「
漢
書
」）
。

そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
商
隠
は
王
氏
を
思
慕
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
詩

で
は
二
本
の
帯
で
あ
れ
ば
心
を
一
つ
に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
（
梁
武
帝

「
有
所
思
」）、
一
本
で
は
そ
れ
が
で
き
ず
、
笄
の
股
は
二
本
な
け
れ
ば
髻
を
し
っ

か
り
と
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
、
い
ず
れ
も
相
互
の
愛
情
が
な
け
れ
ば
愛

は
成
就
し
な
い
こ
と
を
詠
う
。
第
三
句
「
白
茅
人
」
は
方
士
を
指
し
、
第
四
句
で

は
妻
を
輝
か
し
い
大
き
な
月
に
、
妓
女
を
小
さ
な
星
に
た
と
え
て
い
る
。
以
下
の

二
詩
に
お
い
て
も
幻
想
的
な
美
し
い
王
氏
の
姿
と
、
尽
き
る
こ
と
の
な
い
彼
の
思

慕
の
情
が
詠
わ
れ
て
い
る
。 

 

他
方
、
こ
う
し
た
思
い
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
商
隠
は
妻
が
亡

く
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
貴
門
と
の
関
係
が
絶
た
れ
た
こ
と
を
は
げ
し
く
歎
く
。

桐
島
が
跡
づ
け
て
い
る
と
お
り
、
彼
は
も
と
も
と
進
士
同
年
及
第
の
韓
瞻
（
「
香
奩

集
」
の
著
者
韓
偓
の
父
）
が
王
茂
元
の
子
女
と
結
婚
し
た
こ
と
を
羨
む
詩
を
作
っ

て
お
り
（
「
韓
同
年
新
居
餞
韓
西
迎
家
室
戯
贈
」）、
自
分
の
方
が
成
績
が
よ
か
っ
た

の
に
君
の
方
が
先
に
貴
門
に
迎
え
入
れ
ら
れ
た
、
な
ど
と
、
戯
れ
に
し
て
も
つ
ま

ら
ぬ
愚
痴
を
述
べ
て
い
る
。も
っ
と
も
高
橋
は
こ
の
詩
に
単
な
る
羨
望
で
は
な
く
、

令
狐
楚
と
王
茂
元
の
何
れ
に
与
す
る
か
困
惑
し
て
い
た
彼
の
微
妙
な
心
情
が
投
影

さ
れ
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
彼
が
韓
瞻
の
立
場
を
羨
望

し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
王
氏
没
後
、
商
隠
は
王
氏
邸
宅
内
の
西
亭
に

蟄
居
し
て
い
た
が
、
妻
の
兄
の
王
十
二
兄
と
韓
瞻
と
が
彼
を
慰
め
よ
う
と
小
宴
に

招
い
た
。
彼
は
腹
疾
に
こ
と
よ
せ
て
そ
の
招
き
を
断
り
、
七
律
を
作
っ
て
い
る
。

こ
の
詩
で
も
彼
は
、
か
っ
て
は
自
分
も
王
氏
一
族
の
門
庭
に
つ
ら
な
っ
て
い
た
が
、

今
や
そ
の
栄
挙
は
韓
瞻
一
人
の
も
の
で
あ
る
、
と
歎
く
。
次
い
で
彼
は
同
年
、
前

述
の
よ
う
に
梓
州
に
赴
任
す
る
が
、
そ
の
時
に
韓
瞻
に
贈
っ
た
詩
に
も
同
様
の
傾

向
が
見
て
と
れ
る
。 

  
  

赴
職
梓
潼
、
留
別
畏
之
員
外
同
年 

 



 

（
二
七
） 

 
佳
兆
聯
翩
遇
鳳
凰 

 
雕
文
羽
帳
紫
金
牀 

 

桂
花
香
處
同
高
弟 

 

柿
葉
翻
時
獨
悼
亡 

 

烏
鵲
失
棲
常
不
定 

 

鴛
鴦
何
事
自
相
將 

 

京
華
庸
蜀
三
千
里 

 

送
別
咸
陽
見
夕
陽 

 

こ
こ
で
は
韓
瞻
（
畏
之
員
外
）
と
自
分
と
は
と
も
に
幸
福
な
結
婚
を
し
た
の
に
、

今
や
自
分
だ
け
は
妻
を
失
い
、
そ
の
上
に
韓
瞻
は
相
変
わ
ら
ず
幸
福
な
生
活
を
送

っ
て
い
る
の
に
、
自
分
は
遙
か
彼
方
に
都
落
ち
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
、
妻

を
恋
う
と
同
時
に
韓
瞻
の
境
遇
を
羨
む
よ
う
な
内
容
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
要
す

る
に
彼
は
桐
島
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
貴
門
と
の
関
係
を
失
い
、
栄
達
へ
の
道
が

閉
ざ
さ
れ
た
こ
と
を
深
く
歎
き
、
義
兄
の
韓
瞻
を
羨
望
す
る
、
と
い
う
、
極
め
て

現
実
的
な
心
情
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。 

 

純
愛
と
打
算
、
そ
れ
ら
は
全
く
抵
触
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
、

い
く
ぶ
ん
奇
異
の
念
を
抱
か
せ
る
併
存
で
あ
り
、
ど
ち
ら
が
よ
り
深
い
心
情
な
の

か
問
い
た
い
思
い
も
わ
く
。
現
代
風
に
解
釈
す
れ
ば
こ
こ
に
は
一
種
の
分
裂

（Ich-S
paltu

ng

）
と
い
う
機
制
が
作
動
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
概

念
は
当
初
は
有
名
な
「
狼
男
症
例
」
（
「
あ
る
幼
児
神
経
症
の
病
歴
よ
り
」）
(9)
に

お
い
て
、
女
性
に
お
け
る
去
勢
の
現
実
を
否
認
す
る
幻
想
的
自
我
と
そ
れ
を
承
認

す
る
現
実
的
自
我
と
の
分
裂
と
並
存
と
い
う
現
象
に
対
し
て
用
い
ら
れ
た
表
現
で

あ
っ
た
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
後
に
ク
ラ
イ
ン
ら
に
よ
っ
て
洗
練
変
革
さ
れ
、
前

エ
デ
ィ
プ
ス
期
の

も
重
要
な
原
始
的
防
衛
機
制
と
し
て
と
り
上
げ
直
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
軽
度
の
表
現
形
態
と
し
て
は
、
自
我
の
一
部
で
不
安

や
苦
痛
を
感
じ
な
が
ら
、
同
時
に
他
の
一
部
で
平
然
と
享
楽
に
耽
る
よ
う
な
、
通

常
は
理
解
し
が
た
い
心
理
現
象
と
し
て
現
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
は
解
離
（
多

重
人
格
）
や
抑
圧
（
容
認
し
が
た
い
心
的
内
容
を
無
意
識
に
追
い
や
っ
て
存
在
し

な
い
も
の
と
み
な
す
）
と
は
異
り
、
一
方
が
隠
蔽
さ
れ
る
の
で
は
な
く
同
時
に
両

者
が
並
存
し
て
い
る
極
め
て
特
異
な
心
的
状
態
で
あ
る
。
あ
る
い
は
こ
う
し
た
発

想
は
現
代
人
の
も
の
で
あ
り
、
商
隠
に
お
い
て
思
慕
と
野
心
と
は
渾
然
と
融
合
し

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 
 

 

小
此
木
(10)
は
対
象
喪
失
の
苦
痛
か
ら
逃
避
し
、
悲
哀
の
仕
事
の
達
成
を
妨
げ
て

し
ま
う
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
を
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
第
一
に
見
棄
て
ら
れ
る
不
安

と
幼
児
的
退
行
を
あ
げ
て
い
る
。
失
っ
た
対
象
に
あ
ま
り
に
も
強
い
依
存
関
係
を

も
ち
、
そ
の
対
象
な
し
に
は
自
立
で
き
な
い
人
間
が
そ
の
依
存
対
象
を
失
っ
て
し

ま
う
と
、
情
緒
危
機
の
パ
ニ
ッ
ク
が
す
ぎ
て
も
不
安
が
続
い
て
し
ま
う
。
こ
の
不

安
の
た
め
に
、
彼
は
そ
れ
以
上
に
悲
哀
の
仕
事
を
お
し
進
め
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
る
と
さ
れ
る
。
商
隠
の
依
存
的
で
不
安
定
な
自
我
は
、
妻
自
身
の
存
在
と
、
必

ず
し
も
現
実
的
な
利
得
が
十
分
に
も
た
ら
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
に
せ
よ
王
氏
一

族
と
い
う
権
門
に
連
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
識
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
か
に

み
え
る
。
こ
の
支
え
が
突
然
に
失
わ
れ
て
彼
は
自
失
し
、
気
力
を
失
い
、
慰
藉
を

求
め
、
あ
る
い
は
支
え
を
回
復
し
よ
う
と
試
み
る
。
彼
が
義
兄
た
ち
に
贈
っ
た
詩

に
は
悲
傷
と
と
も
に
多
大
な
自
己
憐
憫
が
こ
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
慰
藉
へ



 

（
二
八
） 

の
哀
願
と
同
時
に
、
現
実
的
な
関
係
継
続
へ
の
要
請
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。 

 
ま
た
小
此
木
は
悲
哀
の
仕
事
を
妨
げ
る
現
象
と
し
て
、「
過
度
の
理
想
化
」
を
と

り
上
げ
て
い
る
。
失
わ
れ
た
対
象
は
幻
想
の
中
で
自
分
に
都
合
の
よ
い
存
在
と
し

て
つ
く
り
上
げ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
対
象
と
の
実
際
の
関
係
、
そ

こ
に
常
に
伴
わ
れ
る
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ツ
が
全
て
捨
て
さ
ら
れ
、
対
象
は
永
遠
の

理
想
像
と
し
て
心
内
で
備
給
を
受
け
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
悲
哀
の
仕
事

の
進
展
を
そ
こ
で
途
絶
さ
せ
て
し
ま
う
。
管
見
で
は
と
り
わ
け
彼
の
よ
う
に
突
出

し
た
文
才
を
も
っ
た
人
間
は
、
言
語
に
よ
っ
て
現
実
を
変
更
で
き
る
と
い
う
、
誰

も
が
幼
時
期
に
抱
き
な
が
ら
や
が
て
放
棄
し
て
し
ま
う
全
能
の
幻
想
を
成
人
後
も

抱
き
つ
づ
け
る
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
全
能
性
を
守
る
こ
と
は

言
語
の
主
体
と
し
て
の
自
己
を
守
る
こ
と
で
あ
り
、
逆
に
自
己
を
保
つ
た
め
に
は

潜
在
的
に
せ
よ
、
こ
の
全
能
性
の
幻
想
を
抱
き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は

招
魂
の
た
め
に
も
理
想
化
さ
れ
た
妻
の
姿
を
描
き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か

し
そ
れ
は
悲
哀
の
仕
事
を
途
絶
さ
せ
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
見
捨
て
ら
れ
不
安
は

妻
の
理
想
化
を
促
進
し
、
理
想
化
は
逆
に
、
も
は
や
な
い
と
い
う
意
識
に
よ
っ
て

見
捨
て
ら
れ
不
安
を
強
化
す
る
。
両
者
は
相
俟
っ
て
悲
哀
の
仕
事
の
遂
行
を
妨
げ

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

と
こ
ろ
で
桐
島
は
商
隠
と
は
対
照
的
な
元
稹
の
悼
亡
詩
に
言
及
し
て
い
る
。
彼

女
は
元
稹
が
そ
の
妻
韋
叢
の
た
め
に
詠
ん
だ
悼
亡
詩
、「
三
遣
悲
懐
」
詩
を
分
析
し
、

そ
こ
に
は
生
前
の
妻
が
貧
困
に
耐
え
つ
つ
自
分
を
支
え
て
く
れ
た
愛
情
が
生
き
生

き
と
描
か
れ
、
献
身
的
な
妻
の
行
動
が
具
体
的
、
現
実
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
夫
婦
で
味
わ
っ
た
同
甘
同
苦
へ
の
愛
惜
が
あ
る
こ
と
、
を
指
摘
し
て
い
る
。

そ
し
て
商
隠
が
妻
の
没
後
、
意
気
消
沈
し
、
仏
教
に
救
い
を
求
め
よ
う
と
し
た
こ

と
と
は
逆
に
、
元
稹
が
や
が
て
継
室
裴
淑
を
迎
え
、
妻
と
し
て
終
生
つ
れ
そ
っ
た

こ
と
を
も
指
摘
し
て
い
る
。
桐
島
の
指
摘
は
ま
こ
と
に
適
確
で
あ
り
、「
悲
哀
の
仕

事
」
と
い
う
分
析
用
語
は
用
い
て
い
な
い
も
の
の
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
完

全
に
洞
察
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
元
稹
は
妻
の
喪
失
を
正
面
か
ら
受

け
と
め
、
内
面
的
な
悲
哀
に
耐
え
、
失
っ
た
対
象
と
自
分
と
の
関
わ
り
を
整
理
し
、

そ
の
悲
哀
の
仕
事
を
達
成
し
た
。
そ
れ
故
に
継
室
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
彼
女
と

の
安
定
し
た
関
係
を
終
生
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。
元
稹
の
健
全

な
自
我
が
達
成
し
え
た
こ
と
を
、
商
隠
の
脆
弱
な
自
我
は
達
成
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
半
面
で
前
者
の
健
康
な
世
俗
性
は
そ
の
作
品
を
凡
庸
な
も
の
と
し
、

後
者
の
現
実
吟
味
能
力
を
欠
い
た
幻
想
性
は
そ
の
作
品
に
大
い
な
る
輝
き
を
与
え

た
か
に
み
え
る
。 

 

と
こ
ろ
で
柳
仲
郢
が
商
隠
を
哀
れ
ん
で
贈
っ
た
の
は
歌
妓
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ

が
も
し
権
貴
の
女
で
あ
っ
た
ら
彼
は
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
亡
き

妻
へ
の
純
愛
の
た
め
に
断
固
と
し
て
謝
絶
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
再
び
訪
れ
た
立

身
の
機
会
を
わ
が
も
の
に
し
よ
う
と
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
時
こ
そ
彼
は
悲
哀

の
仕
事
に
正
面
か
ら
立
ち
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
そ
う
し
た
こ
と
は
実
際
に
は
お
こ
ら
ず
、
彼
の
悲
哀
の
仕
事
は
終
熄
に
至
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。 

 

五
．
恋
愛
詩
に
つ
い
て 

  

無
題
、
借
題
詩
の
多
く
は
七
言
律
詩
と
い
う
形
式
を
と
り
、
そ
の
中
心
を
な
す

の
は
二
種
の
対
句
で
あ
る
。
対
句
と
は
何
か
。
筆
者
は
か
つ
て
対
句
の
特
質
に
つ



 

（
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い
て
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
が
(11)
、
こ
こ
で
さ
ら
に
そ
れ
を
敷
衍
し
て
考
察
し
て
み

た
い
。
対
句
と
は
形
式
が
同
一
で
あ
り
な
が
ら
内
容
は
対
比
的
な
二
つ
の
命
題
が
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
同
一
の
主
題
を
共
同
で
支
え
あ
う
よ
う
な
事
態
で
あ
る
。
二
つ

の
命
題
は
そ
れ
ぞ
れ
に
、
ア
モ
ル
フ
で
捉
え
難
い
世
界
を
独
自
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ

ィ
ヴ
か
ら
裁
断
し
、
あ
る
象
面
を
と
り
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
二
者
が
相
互

に
依
存
し
つ
つ
相
互
に
限
定
し
あ
う
対
比
性
を
も
っ
て
同
一
主
題
を
指
向
す
る
時
、

世
界
は
他
と
は
異
る
独
自
の
位
相
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

 

任
意
の
例
と
し
て
、
唐
詩
か
ら
雪
に
関
す
る
対
句
を
と
り
上
げ
て
み
た
い
。 

  
 

雲
近
蓬
萊
常
五
色 

 
 

殘
鳷
鵲
亦
多
時 

 
 

（
杜
甫
「
宣
政
殿
退
朝
晩
出
左
掖
」） 

 

こ
こ
で
は
雪
は
天
子
や
宮
廷
の
尊
厳
を
彩
る
、
何
か
高
貴
な
輝
き
を
も
つ
も
の
と

し
て
描
か
れ
、
仙
界
の
五
色
の
雲
と
対
比
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
に
幻
想
的

な
神
聖
さ
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
世
界
は
一
種
の
天
上
的
な
崇
高
さ
を
も

っ
て
立
ち
現
れ
る
。 

  
 

萬
里
寒
光
生
積

 

 
 

三
邊
曙
色
動
危
旌 

（
祖
詠
「
望
薊
門
」） 

 

前
句
だ
け
を
見
れ
ば
そ
れ
は
杜
甫
の
句
と
同
じ
く
雪
の
積
ん
だ
光
景
を
詠
じ
た
も

の
で
あ
る
が
、
そ
の
雪
景
色
が
、
悲
惨
な
征
途
、
勇
気
、
絶
望
、
と
い
っ
た
極
限

的
経
験
を
内
に
秘
め
た
三
辺
（
三
つ
の
辺
境
、
つ
ま
り
異
民
族
征
討
の

前
線
）

の
曙
色
と
対
比
さ
れ
る
時
、
雪
の
意
味
は
一
変
す
る
。
雪
の
白
さ
と
冷
た
さ
と
は

生
へ
の
切
望
、
安
寧
へ
の
希
求
、
望
郷
の
思
い
等
を
峻
拒
す
る
絶
対
的
な
隔
絶
感

の
象
徴
で
あ
る
。
世
界
は
苛
烈
で
非
人
間
的
な
超
越
性
と
い
っ
た
位
相
に
お
い
て

把
握
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

  
 

千
巖
曙

旌
門
上 

 
 

十
月
寒
花
輦
路
中 

（
李
頎
「
送
李
回
」） 

 

曙
光
に
映
え
る
雪
と
い
う
光
景
自
体
は
祖
詠
の
対
句
に
よ
く
似
て
い
る
が
、
そ
れ

は
行
幸
の
途
上
に
あ
る
寒
花
と
対
比
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
祝
祭
の
予
兆
に
も

似
た
輝
か
し
い
瑞
祥
性
、
多
幸
性
を
帯
び
る
に
至
る
。 

 

雪
と
い
う
気
象
現
象
は
そ
れ
自
体
で
は
あ
ま
り
確
定
し
た
意
味
を
も
た
ず
、
そ

れ
は
ど
の
よ
う
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
か
ら
見
ら
れ
、
捉
え
ら
れ
る
か
に
よ
っ
て

変
化
す
る
。
あ
た
か
も
一
つ
の
平
面
が
決
定
さ
れ
る
た
め
に
は
二
直
線
が
交
わ
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
、
雪
は
五
色
の
雲
や
辺
境
の
曙
色
、
輦
路
の
寒
花
と

交
叉
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
り
、
同
時
に
そ
れ
が
含
ま
れ

る
平
面
、
そ
の
現
象
が
生
起
す
る
世
界
の
位
相
も
画
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ

に
は
二
方
向
を
指
向
す
る
相
互
的
な
効
果
が
発
生
す
る
。
第
一
に
交
点
に
お
け
る

求
心
的
収
斂
性
、
す
な
わ
ち
雪
は
そ
れ
ぞ
れ
の
事
象
と
対
比
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
意
味
が
確
定
さ
れ
、
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
対
比
さ
れ
た
諸
事
象
の
意
味
を
も



 

（
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確
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
杜
甫
詩
の
雪
に
対
比
さ
れ
た
雲
は
、
人
の
世

の
は
か
な
さ
を
表
わ
す
も
の
で
は
な
く
（
王
維
「
世
事
浮
雲
何
足
問
」）、
天
子
を

ま
ど
わ
せ
る
奸
臣
と
い
う
寓
意
で
も
な
く
（
「
李
白
「
總
爲
浮
雲
能
蔽
日
」）、
人
間

の
営
み
を
拒
む
よ
う
な
荒
々
し
い
大
自
然
の
象
徴
（
杜
甫
「
塞
上
風
雲
接
地
陰
」）

で
も
な
い
。
第
二
に
、
対
比
の
結
節
点
と
な
る
事
象
の
意
味
が
明
確
化
さ
れ
る
と

同
時
に
、
そ
れ
は
こ
の
平
面
全
体
の
あ
り
方
、
そ
の
世
界
の
位
相
全
体
を
特
有
の

雰
囲
気
で
満
た
し
、
そ
の
趣
意
（im

po
rt

）
で
す
み
ず
み
ま
で
染
め
あ
げ
る
。
対

句
は
遠
心
的
拡
散
性
を
も
つ
に
至
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
対
句
は
詩
の
流
れ
の
中
で
明
確
な
周
郭
に
守
ら
れ
た
、

か
つ
そ
の
内
部
に
強
い
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
と
そ
の
均
衡
に
基
く
確
定
的
な
主
張
を
も

っ
た
、
相
対
的
に
自
立
し
た
構
造
体
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
前
野
(12)
は
対
句
の

種
類
と
し
て
正
対
、
反
対
、
流
水
対
、
仮
対
、
ま
た
特
殊
な
ケ
ー
ス
と
し
て
文
章

に
多
い
隔
句
対
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
が
、
以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
効
果
は
前
二
者

に
伴
わ
れ
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
仮
対
や
流
水
対
に
お
い
て
も
多
少
希
薄
化
し
た

形
に
お
い
て
で
あ
れ
、
持
続
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

と
こ
ろ
で
律
詩
の
特
徴
は
、
こ
う
し
た
対
句
が
連
続
し
て
用
い
ら
れ
る
点
に
あ

る
。
再
言
す
れ
ば
、
対
句
は
ア
モ
ル
フ
な
世
界
を
あ
る
一
つ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ

ヴ
か
ら
裁
断
し
、
特
有
の
位
相
を
と
り
出
し
た
自
立
体
で
あ
る
か
ら
、
頷
聯
と
頸

聯
と
は
そ
れ
ぞ
れ
に
独
立
し
て
お
り
、
直
接
的
な
関
係
は
な
い
。
し
か
し
律
詩
に

お
い
て
は
こ
の
両
者
が
、
あ
た
か
も
対
句
に
お
い
て
二
句
が
対
比
さ
れ
た
よ
う
に

対
比
さ
れ
、
律
詩
全
体
を
共
同
で
支
え
て
い
る
。
と
は
い
え
こ
の
両
者
、
対
句
と

対
句
ど
う
し
の
対
比
で
あ
る
メ
タ
対
句
の
あ
り
方
は
や
や
異
っ
て
い
る
。 

 

対
句
に
お
い
て
、
二
句
の
関
係
は
弁
証
法
類
似
の
そ
れ
で
あ
る
。
あ
る
事
象
を

二
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら
対
象
を
表
現
す
る
場
合
（
正
対
）
で
あ
れ
、
Ａ

で
あ
る
が
し
か
し
Ｂ
で
あ
る
、
と
逆
の
意
味
を
対
比
さ
せ
る
場
合
（
反
対
）
で
あ

れ
、
Ａ
だ
か
ら
Ｂ
で
あ
る
と
述
べ
る
場
合
（
流
水
対
）
で
あ
れ
、
全
体
の
意
味
は

無
関
係
で
あ
る
の
に
文
字
と
い
う
面
で
の
み
対
比
さ
せ
る
場
合
（
仮
対
）で
あ
れ
、

お
よ
そ
対
比
と
い
う
現
象
に
は
対
立
し
た
側
面
と
類
似
し
た
側
面
と
が
存
在
し
て

お
り
、
そ
の
両
者
が
相
俟
っ
て
新
し
い
全
体
像
が
明
確
に
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
。

対
義
結
合
（
撞
着
語
法
、o

xym
o
ron

）
と
い
う
修
辞
法
が
よ
く
示
し
て
い
る
よ
う

に
（
遠
く
て
近
き
は
男
女
の
仲
、
慇
懃
無
礼
）、
対
立
す
る
二
者
は
よ
り
大
き
な
コ

ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
同
一
者
の
二
相
で
あ
る
こ
と
が
あ
り
、
逆
に
、
類
義
語

が
対
比
的
枠
組
み
の
中
に
は
め
こ
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
義
語
と
な
る
こ
と
も

あ
る
。 

  

・
・
・「
融
合
と
分
離
の
原
則
」
と
は
、
対
構
造
の
そ
れ
ぞ
れ
の
極
で
あ
る
と
と

も
に
同
時
に
ま
さ
に
そ
の
理
由
に
よ
っ
て
同
一
の
性
質
を
共
有
す
る
、
と
い
う

逆
説
に
負
う
も
の
で
あ
る
。
任
意
の
二
つ
の
事
象
、
観
念
Ａ
と
Ｂ
と
は
対
構
造

化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
極
物
と
し
て
切
り
離
し
対
置
さ
せ
た
り
、
ま
た
同
一

性
の
二
相
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
(13)

 

 

こ
れ
は
類
似
し
た
レ
ト
リ
ッ
ク
、
対
比
（antithesis

）、
並
行
（
平
行
法
、parallelism

）、

同
形
節
反
復
（iso

co
lo

n

）
な
ど
に
も
妥
当
す
る
原
則
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
こ
で

「
同
一
性
の
二
相
」
と
述
べ
ら
れ
た
そ
の
同
一
性
が
成
立
す
る
場
、
さ
き
に
指
摘

し
た
、
対
立
す
る
二
者
が
類
似
す
る
に
至
る
よ
り
大
き
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
、
そ
れ

が
、
対
句
の
疑
似
弁
証
法
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
た
全
体
、
二
つ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
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ィ
ヴ
の
交
叉
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
一
つ
の
平
面
、
あ
る
世
界
の
位
相
と
い
う
こ

と
に
な
る
。「
疑
似
」
と
形
容
し
た
の
は
、
対
句
に
お
け
る
二
句
は
厳
密
な
意
味
で

対
立
す
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

 

メ
タ
対
句
に
お
い
て
両
者
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。
こ
の
詩

形
の
完
成
者
で
あ
る
杜
甫
の
著
名
な
作
品
に
み
ら
れ
る
若
干
例
を
ひ
い
て
み
た
い
。 

  
 

桃
花
細
逐
楊
花
落 

 
 

黃
鳥
時
兼
白
鳥
飛 

 
 

縱
飲
久
拚
人
共
棄 

 
 

懶
朝
眞
與
世
相
違 

（
「
曲
江
對
酒
」） 

  
 

羞
將
短
髮
還
吹
帽 

 
 

笑
倩
旁
人
爲
正
冠 

 
 

藍
水
遠
從
千
澗
落 

 
 

王
山
高
竝
兩
峰
寒 

 

（
「
九
日
藍
田
崔
氏
莊
」） 

  
 

海
内
風
塵
諸
弟
隔 

 
 

天
涯
涕
淚
一
身
遙 

 
 

惟
將
遲
暮
供
多
病 

 
 

未
有
涓
埃
答
聖
朝 

（
「
野
望
」） 

  
 

江
間
波
浪
兼
天
湧 

 
 

塞
上
風
雲
接
地
陰 

 
 

叢
菊
兩
開
他
日
淚 

 
 

孤
舟
一
繋
故
園
心 

（
「
秋
興
」
一
） 

  
 

無
邊
落
木
蕭
蕭
下 

 
 

不
盡
長
江
滾
滾
來 

 
 

萬
里
悲
秋
常
作
客 

 
 

百
年
多
病
獨
登
臺 

（
「
登
高
」） 

 

桃
花
が
散
り
鶯
が
飛
ぶ
春
景
色
と
勤
務
に
あ
き
た
り
な
い
こ
と
、
髪
の
毛
が
薄
く

な
り
、
人
に
帽
子
を
直
し
て
も
ら
う
よ
う
な
日
常
の
一
齣
と
遙
か
に
遠
い
雄
大
な

風
景
、
荒
々
し
い
天
地
の
光
景
と
落
魄
し
て
故
郷
を
思
う
感
情
・
・
・
、
頷
聯
と

頸
聯
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
た
だ
そ
こ
に
と
り
集
め
ら
れ
、
出
会
わ
せ
ら
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
一
つ
の
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
を
形
成
し
て
い
る
か
に
み
え
る
。 

 
周
知
の
ご
と
く
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
説
は
、
マ
ッ
ハ
の
「
感
覚
の
分
析
」
を
先
蹤
と

し
、
エ
ー
レ
ン
フ
ェ
ル
ト
の
旋
律
の
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
質
（
あ
る
メ
ロ
デ
ィ
を
移
調

し
て
も
メ
ロ
デ
ィ
の
感
じ
は
変
わ
ら
な
い
と
い
う
性
質
）
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て

初
め
て
提
起
さ
れ
た
が
、
一
九
一
二
年
に
発
表
さ
れ
た
ウ
ェ
ル
ト
ハ
イ
マ
ー
の
「
仮

現
運
動
」
に
関
す
る
実
験
的
研
究
に
よ
っ
て
新
た
な
心
理
学
説
と
し
て
確
立
さ
れ



 

（
三
二
） 

る
に
至
っ
た
(14)
。
彼
は
あ
る
時
間
間
隔
を
お
い
て
二
つ
の
位
置
に
光
点
を
提
示
し

た
が
、
そ
の
実
験
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
に
光
点
の
個
々
の
印
象
が
得
ら
れ
る
の

で
は
な
く
、
一
方
か
ら
他
方
へ
の
光
点
の
運
動
が
見
ら
れ
、
二
点
の
間
に
対
応
す

る
光
点
が
存
在
し
な
く
て
も
運
動
知
覚
が
経
験
さ
れ
る
こ
と
が
立
証
さ
れ
た
。
以

後
一
連
の
実
験
に
よ
っ
て
、
彼
は
ヴ
ン
ト
以
来
の
要
素
心
理
学
を
否
定
し
、
心
理

現
象
は
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
も
つ
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
を
示
し
、
全
体
は
部
分
の
総
和

以
上
の
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
に
至
っ
た
。
そ
の
後
、
こ
の
学
派
に
属
す
る
心

理
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
を
形
成
し
や
す
い
条
件
が
考
察
さ
れ
、
そ

れ
ら
は
よ
き
形
態
の
法
則
と
呼
ば
れ
て
い
る
。 

 

ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
学
説
成
立
の
十
二
年
前
、
一
九
〇
〇
年
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
(15)
は

「
論
理
学
研
究
」
を
刊
行
し
、
「
基
づ
け
」
（F

u
n
dierung

）
と
い
う
概
念
を
展
開

し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば 

  

或
る
α
そ
の
も
の
が
、
本
質
法
則
的
に
は
、
そ
れ
を
或
る
μ
と
連
繋
す
る
或
る

包
括
的
統
一
体
の
中
で
の
み
実
在
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
、
わ
れ
わ
れ
は
、

或
る
α
そ
の
も
の
は
或
る
μ
に
よ
る
基
づ
け
を
必
要
と
す
る
、
と
言
い
、
ま
た

或
る
α
そ
の
も
の
は
或
る
μ
に
よ
っ
て
補
足
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
、
と
も
言
う
。 

  

（
分
節
肢
が
相
互
に
独
立
し
て
い
る
時
は
）
相
互
に
対
し
て
相
対
的
に
独
立
的

な
諸
内
容
（
そ
の
際
に
は
、
全
体
は
そ
の
断
片
、
、
と
し
て
の
こ
の
諸
内
容
に
分
解

さ
れ
う
る
）
が
、
そ
れ
ら
を
《
結
合
す
る
形
式
》
と
し
て
の
新
し
い

、
、
、
内
容
を
基

づ
け
る
の
で
あ
る
。 

 

立
松
の
訳
注
に
よ
れ
ば
、
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
概
念
と
「
基
づ
け
」
と
い
う
そ
れ
と
は
、

発
表
年
か
ら
し
て
直
接
の
関
係
は
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
す
で
に
一
八
九
一
年
に

刊
行
さ
れ
た
「
算
術
の
哲
学
」
の
中
で
、
単
な
る
幾
何
学
的
図
形
と
し
て
の
図

（F
igu

r

）
か
ら
形
態
（K

o
nfiguration

）
と
し
て
の
〈
図
〉
に
遡
ろ
う
と
し
て
お

り
、「
論
理
学
研
究
」
で
は
こ
う
し
た
〈
図
〉
と
分
節
肢
の
相
互
関
係
を
論
理
の
領

域
で
、
全
体
と
部
分
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
本
質
関
連
か
ら
解
明
し
よ
う
と
し
た
の
で

あ
っ
た
。 

 

よ
き
形
態
の
法
則
で
も
「
基
づ
け
」
の
そ
れ
で
も
異
る
複
数
者
が
一
つ
の
全
体

を
形
成
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
メ
タ
対
句
の
構
造
解
明
に
も
適

用
で
き
る
概
念
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
か
っ
て
の
構
造
主
義
者
た
ち
の
主
張

に
倣
っ
て
言
え
ば
、
潜
在
的
類
似
性
を
も
っ
た
対
句
は
人
間
の
元
型
的
な
二
つ
の

思
考
様
式
の
一
方
、
隠
喩
の
そ
れ
に
属
し
、
メ
タ
対
句
に
お
け
る
無
関
係
な
二
者

の
と
り
集
め
、
出
会
い
、
近
接
を
介
し
た
「
基
づ
け
」
に
よ
る
全
体
の
形
成
は
換

喩
の
そ
れ
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
（
た
だ
し
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
法
則
に
は
類
似
や
そ
の

他
い
く
つ
か
の
法
則
も
存
在
し
て
い
る
が
）。
さ
き
の
比
喩
を
さ
ら
に
用
い
れ
ば
、

対
句
と
い
う
二
直
線
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
一
つ
の
平
面
は
、
同
様
に
決
定
さ
れ

た
別
の
平
面
と
並
立
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
つ
の
新
た
な
立
体
性
、
あ
る

空
間
を
形
成
す
る
。
頷
聯
と
頸
聯
の
鋭
い
断
絶
と
そ
の
邂
逅
と
に
よ
っ
て
生
み
出

さ
れ
た
こ
の
空
間
は
、
創
造
的
な
対
象
世
界
の
再
構
造
化
で
あ
り
、
ま
っ
た
く
新

し
い
意
味
の
生
成
で
あ
ろ
う
。
原
理
を
異
に
す
る
二
種
の
対
比
の
階
層
的
重
合
、

そ
れ
が
律
詩
の
本
質
で
あ
る
。 

 

こ
の
過
程
を
読
解
の
時
系
列
に
即
し
て
言
え
ば
、
ま
ず
首
聯
で
は
一
つ
の
テ
ー

マ
、
一
つ
の
問
題
、
あ
る
い
は
そ
の
予
兆
が
提
示
さ
れ
、
頷
聯
で
は
そ
れ
を
承
け



 

（
三
三
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つ
つ
、
し
か
し
あ
る
面
で
は
飛
躍
し
た
新
た
な
場
面
が
対
句
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。

頸
聯
で
は
さ
ら
に
異
質
な
場
面
が
さ
ら
に
対
句
と
し
て
提
示
さ
れ
、
尾
聯
で
何
ら

か
の
総
合
的
、
結
論
的
感
慨
が
示
さ
れ
て
詩
は
終
結
す
る
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
絶

句
の
起
承
転
結
と
い
う
そ
れ
に
あ
る
点
で
類
似
し
て
い
る
。
絶
句
は
古
来
、「
第
三

句
を
以
て
主
と
爲
す
」（「
三
体
詩
」
七
言
絶
句
）
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
承
転
の

間
に
断
絶
と
飛
躍
が
あ
る
こ
と
が
よ
し
と
さ
れ
て
い
る
が
、
律
詩
に
お
い
て
も
頷

聯
と
頸
聯
の
間
に
そ
れ
が
あ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
絶
句
と
律

詩
に
お
い
て
異
る
の
は
、
後
者
に
お
い
て
は
第
一
句
と
第
二
句
と
が
す
で
に
起
承

と
い
う
関
係
を
な
し
て
お
り
、
他
方
で
第
一
、
第
二
句
で
形
成
さ
れ
る
首
聯
と
第

三
、
四
句
の
頷
聯
に
も
起
承
関
係
が
あ
る
、
と
い
う
両
義
性
が
存
在
す
る
点
で
あ

ろ
う
。
頷
聯
は
「
承
」
と
い
う
機
能
と
「
転
」
と
い
う
機
能
を
あ
わ
せ
も
ち
、
し

か
し
一
般
に
は
後
者
の
方
が
優
越
し
て
い
る
か
に
み
え
る
。
詩
意
の
流
れ
は
第
一
、

二
句
で
「
起
承
」
の
形
を
と
り
、
つ
い
で
そ
れ
は
い
く
分
「
承
」
の
要
素
を
保
ち

つ
つ
も
大
き
く
飛
躍
し
て

初
の
プ
ラ
ト
ー
に
滞
留
す
る
。
そ
し
て
再
び
飛
躍
し

て
別
の
プ
ラ
ト
ー
に
至
っ
て
そ
こ
に
滞
留
し
、
三
た
び
飛
躍
し
て
終
結
に
到
達
す

る
。
首
聯
と
頷
聯
と
の
間
に
は
あ
る
断
絶
が
あ
り
、
頷
聯
と
頸
聯
と
の
間
に
は
さ

ら
に
大
き
な
断
絶
が
あ
る
。
こ
の
意
味
で
首
聯
と
頷
聯
と
の
関
係
を
「
起
承
」
と

単
純
に
性
格
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
頷
聯
と
頸
聯
と
の
関
係
を
「
承
転
」

と
性
格
づ
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。 

 

も
っ
と
も
こ
れ
は
杜
甫
の
作
品
の
よ
う
な
典
型
的
な
律
詩
に
妥
当
す
る
こ
と
で

あ
っ
て
、
絶
句
に
お
い
て
「
首
尾
率
直
に
し
て
婉
曲
無
き
」
作
品
が
あ
る
よ
う
に
、

律
詩
に
お
い
て
も
頷
、
頸
聯
の
断
絶
、
飛
躍
が
あ
ま
り
明
確
で
な
い
詩
も
多
く
存

在
す
る
。
た
と
え
ば
前
述
の
祖
詠
の
メ
タ
対
句
、 

 
 

萬
里
寒
光
生
積

 

 
 

三
邊
曙
色
動
危
旌 

 
 

沙
場
烽
火

胡
月 

 
 

海
畔
雲
山
擁
薊
城 

 

頷
聯
と
頸
聯
と
は
無
論
、
異
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
か
ら
截
り
取
ら
れ
た
世
界
で

あ
り
、
あ
る
程
度
の
断
絶
は
あ
る
も
の
の
、
辺
塞
の
風
物
や
光
景
と
い
う
点
で
は

共
通
し
て
お
り
、
大
き
な
婉
曲
は
な
い
と
言
え
る
。 

 

要
す
る
に
律
詩
の
構
造
的
中
心
は
二
つ
の
異
質
な
対
句
、
二
つ
の
異
質
な
プ
ラ

ト
ー
の
邂
逅
と
そ
こ
か
ら
生
成
さ
れ
る
新
し
い
意
味
世
界
に
あ
り
、
首
聯
は
そ
れ

を
準
備
す
る
前
段
階
で
あ
り
、、
尾
聯
は
そ
の
綜
合
的
再
認
で
あ
る
。
メ
タ
対
句
の

指
示
す
る
も
の
は
律
詩
全
体
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
、
首
尾
聯
は
そ
れ
を
確
定
し
、

一
つ
の
完
結
体
を
構
成
す
る
た
め
の
枠
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
前
掲
「
曲

江
對
酒
」
で
は
無
心
で
微
細
な
自
然
に
気
づ
き
、
そ
れ
に
心
奪
わ
れ
る
ほ
ど
の
深

い
絶
望
と
諦
念
が
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
、「
九
日
藍
田
崔
氏
莊
」
で
は
永
遠
に
存
在
す

る
大
自
然
に
対
す
る
自
ら
の
日
常
の
空
し
さ
と
い
と
お
し
さ
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン

ツ
が
、「
秋
興
一
」
で
は
後
世
に
言
う
一
種
の
被
造
性
の
感
覚
、
世
界
は
無
限
に
主

体
を
凌
駕
し
、
主
体
は
一
切
の
意
味
な
し
に
耐
え
る
し
か
な
い
と
い
う
感
覚
と
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
表
出
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
自
傷
の
思
い
、
な
ど
が
そ
れ
で
あ
ろ

う
か
。 

 

と

こ

ろ

で

筆

者

は

か

っ

て

律

詩

読

解

の

特

徴

と

し

て

事

後

性

（N
achträglichkeit

）
を
と
り
上
げ
た
が

（11）
、
こ
の
概
念
は
律
詩
の
対
比
と
そ
の

複
合
と
い
う
空
間
的
構
造
と
共
起
的
な
時
間
的
モ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
事
後
性
と
は



 

（
三
四
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フ
ロ
イ
ト
が
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
女
性
「
カ
タ
リ
ー
ナ
」
症
例
や
「
科
学
的
心
理
学
草

稿
」
な
ど
に
お
い
て
、
ま
た

も
典
型
的
に
は
著
名
な
「
狼
男
」
症
例
に
お
い
て

展
開
し
た
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
被
分
析
者
の
あ
る
時
点
に
お
け
る
体
験
、
印
象
、

記
憶
痕
跡
、
と
り
わ
け
外
傷
的
な
そ
れ
が
意
味
文
脈
の
中
に
十
分
に
は
統
合
さ
れ

ず
、
そ
の
後
の
体
験
や
心
的
発
達
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
、
新
た
な
意
味
や
心
的
効

果
を
獲
得
す
る
過
程
を
さ
し
て
い
る
。
こ
の
概
念
は
、
精
神
分
析
が
全
て
の
心
的

事
象
を
過
去
の
生
活
史
的
生
起
に
還
元
す
る
直
線
的
決
定
論
に
依
拠
し
て
い
る
、

と
い
う
批
判
に
対
す
る
、
分
析
側
の
有
力
な
反
論
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
対
句
に
お

い
て
前
句
の
意
味
は
後
句
を
読
み
、
そ
れ
と
対
比
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
そ
の
十

全
な
意
味
が
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
前
述
し
た
。
雪
と
い
う
気
象
現
象
は
多
様
な
象

面
を
も
ち
、
単
独
で
は
十
分
に
確
定
し
た
意
味
を
も
た
ず
、
他
の
句
中
の
別
の
現

象
と
事
後
的
に
対
比
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
ず
れ
の
象
面
が
と
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
か
が
明
ら
か
に
な
る
。
事
後
性
は
よ
り
大
き
な
断
絶
を
伴
う
メ
タ
対
句
に

お
い
て
さ
ら
に
重
要
な
機
能
を
も
つ
。
た
と
え
ば
、「
登
高
」
に
お
い
て
、
頸
聯
を

読
ん
で
は
じ
め
て
わ
れ
わ
れ
は
、
頷
聯
が
の
び
や
か
な
大
自
然
を
賛
美
し
た
も
の

で
は
な
い
こ
と
を
、
人
間
の
営
み
を
無
限
に
凌
駕
す
る
苛
酷
な
超
越
者
と
し
て
そ

れ
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
二
つ
の
プ
ラ
ト
ー
間
の
断
絶

は
事
後
的
に
架
橋
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
読
者
に
不
自
然
な
抵
抗
と

緊
張
を
与
え
、
両
者
を
統
合
す
る
よ
う
に
強
制
す
る
。
こ
の
強
制
性
は
形
式
を
強

化
す
る
心
理
的
な
モ
メ
ン
ト
で
あ
ろ
う
。 

  

李
商
隠
の
七
律
恋
愛
詩
に
は
こ
の
よ
う
な
断
絶
や
飛
躍
、
事
後
性
の
モ
メ
ン
ト

な
ど
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 
 

一
春
夢
雨
常
飄
瓦 

 
 

盡
日
靈
風
不
滿
旗 

 
 

萼
緑
華
來
無
定
所 

 
 

杜
蘭
香
去
未
移
時 

 
 

（
「
重
過
聖
女
祠
」） 

  
 

金
蟾
齧
鎖
燒
香
入 

 
 

玉
虎
牽
絲
汲
井
廻 

 
 

賈
氏
窺
簾
韓
掾
少 

 
 

宓
妃
留
枕
魏
王
才 

（
「
無
題
」） 

  
 

春
蠶
到
死
絲
方
盡 

 
 

蠟
炬
成
灰
淚
始
乾 

 
 

曉
鏡
但
愁
雲
鬢
改 

 
 

夜
吟
應
覺
月
光
寒 

 

（
「
無
題
」） 

  
 

紅
樓

雨
相
望
冷 

 
 

珠
箔
飄
燈
獨
自
歸 

 
 

遠
路
應
悲
春
晼
晩 

 
 

殘
宵
猶
得
夢
依
俙 

（
「
春
雨
」） 

 



 

（
三
五
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神
女
生
涯
元
是
夢 

 
 

小
姑
居
處
本
無
郎 

 
 

風
波
不
信
菱
枝
弱 

 
 

月
露
誰
教
桂
葉
香 

（
「
無
題
」） 

 

こ
れ
ら
の
対
句
は
確
か
に
文
字
上
は
対
比
さ
れ
て
い
る
が
意
味
的
な
対
比
は
な
く
、

ま
た
メ
タ
対
句
に
形
式
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
転
換
は
あ
る
が
、
事
実
上
の

断
絶
、
異
質
性
は
存
在
し
な
い
。
萼
緑
華
と
い
う
仙
女
が
来
る
こ
と
は
杜
蘭
香
と

い
う
仙
女
が
去
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
影
響
を
受
け
る
わ
け
で
は
な
く
、
黄

金
の
香
炉
や
き
し
る
轆
轤
と
い
っ
た
深
窓
の
風
物
は
、
禁
断
の
恋
ら
し
き
経
験
に

よ
っ
て
新
た
な
意
味
を
得
た
と
は
言
い
が
た
い
。
そ
こ
に
断
絶
は
な
く
む
し
ろ
連

続
性
が
優
越
し
、
同
一
の
情
景
を
や
や
異
る
視
点
か
ら
く
り
返
し
語
り
、
そ
れ
を

修
飾
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
「
婉
曲
」
を
欠
く
ど
こ
ろ
か
、「
首
尾
率
直
」

で
す
ら
な
い
。
漠
然
と
し
た
気
分
は
次
第
に
濃
度
を
増
す
が
、
明
確
な
詩
意
の
流

れ
を
た
ど
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
困
難
で
あ
る
。
杜
甫
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
、
頂
点

に
達
し
た
七
律
の
構
造
的
完
結
性
は
、
こ
こ
で
内
部
か
ら
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
か
に

み
え
る
。 

 

に
も
か
か
わ
ら
ず
商
隠
が
七
律
と
い
う
形
式
に
固
執
し
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ

は
彼
が
官
吏
と
し
て
の
立
身
を
指
向
し
、
伝
統
的
価
値
観
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
た

世
俗
的
生
活
者
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
同
時
に
強
固
な
形
式
性
は
そ

の
意
味
を
次
第
に
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
整
然
と
し
た
形
式
は

本
来
、
世
界
を
天
理
に
基
い
て
秩
序
づ
け
画
定
し
よ
う
と
す
る
士
大
夫
階
層
の
経

世
へ
の
意
志
が
自
ら
と
る
構
造
で
あ
り
、
あ
る
い
は
そ
の
挫
折
の
悲
傷
を
同
じ
く

士
大
夫
と
し
て
表
出
す
る
の
に
適
し
た
そ
れ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
商
隠
に
お
い
て

そ
れ
は
そ
の
内
実
を
失
い
、
形
式
性
は
ア
モ
ル
フ
な
気
分
や
情
調
の
放
恣
な
溢
出

拡
散
を
防
ぐ
枠
、
そ
れ
を
保
存
す
る
容
器
と
し
て
の
み
機
能
し
て
い
る
か
に
み
え

る
。
そ
れ
は
「
詩
」
が
「
詞
」
へ
と
変
化
す
る
一
歩
前
の
姿
で
あ
っ
た
の
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
か
。 

  
 
 

錦
瑟 

  
 

錦
瑟
無
端
五
十
絃 

 
 

一
絃
一
柱
思
華
年 

 
 

莊
生
曉
夢
迷
蝴
蝶 

 
 

望
帝
春
心
託
杜
鵑 

 
 

滄
海
月
明
珠
有
淚 

 
 

藍
田
日
暖
玉
生
煙 

 
 

此
情
可
待
成
追
憶 

 
 

只
是
當
時
已
惘
然 

 
こ
の
美
し
い
詩
は
、
美
し
く
は
あ
る
が
何
を
詠
っ
て
い
る
の
か
判
然
と
せ
ず
、
古

来
多
く
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
き
た
。
劉
学
鍇
(16)
ら
は
四
十
二
種
の
注
や
解
釈
を
引

き
、
そ
れ
ら
は
結
局
は
悼
亡
説
と
自
傷
説
と
に
分
類
で
き
る
と
し
、
自
ら
は
後
者

の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
ま
ず
悼
亡
説
は
通
常
は
悼
亡
詩
と
考
え
ら
れ
て
い
る
「
房



 

（
三
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中
曲
」
中
の
二
句
「
歸
來
已
不
見 

錦
瑟
長
於
人
」
と
「
錦
瑟
」
と
い
う
表
現
が

共
通
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
。
し
か
し
こ
の
句
は
人
は
す
で
に
亡
く
な

っ
た
が
遺
品
は
依
然
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、

錦
瑟
が
亡
妻
の
象
徴
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
亡
妻
の
象
徴
で
あ
る
な
ら
ば
五
十
絃

と
は
没
時
五
十
歳
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
事
実
に
反
す
る
。
第
二
に
、

華
年
が
亡
妻
と
過
し
た
時
期
を
指
す
と
す
れ
ば
、
頷
腹
聯
に
そ
れ
を
敷
衍
す
る
表

現
が
あ
り
そ
う
な
も
の
だ
が
、
そ
れ
が
な
い
（
彼
は
頸
聯
を
腹
聯
と
呼
ん
で
い
る
）。

第
三
に
、
末
聯
（
尾
聯
）
が
悼
亡
説
で
は
説
明
で
き
な
い
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

 

自
傷
説
に
立
て
ば
、
錦
瑟
と
は
不
遇
で
あ
っ
た
自
ら
の
生
を
た
と
え
た
も
の
で

あ
り
、「
五
十
弦
」
と
は
ほ
ぼ
製
作
時
の
作
者
の
年
令
に
あ
た
る
。「
莊
生
」
の
句

に
お
け
る
「
夢
」
と
は
彼
の
他
の
詩
「
憐
我
秋
齋
夢
蝴
蝶
」「
枕
寒
莊
蝶
去
」
他
の

彼
の
用
法
に
徴
し
て
も
、
生
が
夢
幻
の
如
く
空
し
い
こ
と
を
表
現
し
て
お
り
、「
望

帝
」
句
に
お
け
る
春
心
と
は
追
求
さ
れ
る
べ
き
理
想
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
「
傷

春
」
と
同
じ
く
自
傷
と
と
も
に
憂
国
の
感
情
を
も
含
み
、
杜
鵑
と
は
そ
う
し
た
雄

図
を
達
成
で
き
な
か
っ
た
自
身
を
指
す
、
と
さ
れ
る
。「
滄
海
」
句
も
本
質
的
に
は

「
望
帝
」
句
と
同
様
の
苦
悩
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
後
者
は
よ
り
「
凄
厲
」

の
情
調
に
近
く
、
前
者
は
「
寂
寥
」
に
近
い
。「
珠
有
淚
」
と
は
才
能
が
海
中
に
沈

ん
で
世
に
用
い
ら
れ
な
い
歎
き
を
暗
示
し
て
い
る
。「
藍
田
」
句
も
追
求
す
る
理
想

が
遠
望
す
れ
ば
存
在
し
た
が
近
づ
く
と
消
失
し
て
手
中
に
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

「
虚
無
縹
緲
の
域
」
に
属
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
要
す
る
に
頷
腹
二
聯
は
華

や
か
な
り
し
昔
の
具
体
的
な
出
来
事
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
瑟
声
の
「
迷

幻
、
哀
愁
、
清
寥
、
縹
緲
」
と
い
っ
た
調
子
に
こ
と
よ
せ
て
過
去
の
満
た
さ
れ
ざ

る
人
生
の
諸
相
を
詠
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

劉
の
主
張
す
る
悼
亡
説
批
判
の
根
拠
は
あ
ま
り
説
得
的
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
そ
も
そ
も
「
五
十
」
と
い
う
数
字
に
な
ん
ら
か
の
年
齢
を
対
応
さ
せ
る
こ
と

が
必
要
で
あ
ろ
う
か
。
か
っ
て
瑟
は
五
十
絃
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
音
色
が
あ
ま
り

に
悲
し
か
っ
た
の
で
泰
帝
が
半
分
に
し
た
、
と
い
う
説
話
を
そ
の
ま
ま
受
け
と
れ

ば
十
分
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
錦
瑟
が
妻
、
ま
た
は
そ
の
思
い
出
に
関
わ
る
な

ら
ば
、
次
の
聯
で
は
そ
れ
に
関
わ
る
イ
メ
ー
ジ
が
出
て
き
そ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、

荘
生
、
望
帝
は
男
性
で
は
な
い
か
、
と
言
う
が
、
重
要
な
の
は
詩
句
全
体
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
こ
の
指
摘
は
適
切
で
は
な
か
ろ
う
。
馮
浩
は
「
莊
生
」

の
句
か
ら
「
鼓
盆
」
の
説
話
、
す
な
わ
ち
莊
子
の
妻
が
亡
く
な
り
恵
子
が
弔
う
と
、

彼
は
箕
踞
し
盆
を
鼓
し
て
歌
っ
た
と
い
う
節
を
連
想
し
、
悼
亡
に
関
連
づ
け
て
い

る
が
、
劉
は
鼓
盆
と
蝴
蝶
の
夢
と
は
何
の
関
係
も
な
い
と
言
う
。
こ
の
点
は
そ
の

通
り
で
あ
ろ
う
。
朱
彝
尊
は
蝴
蝶
、
杜
鵑
と
は
妻
が
す
で
に
化
し
て
去
っ
て
し
ま

っ
た
こ
と
を
言
い
、「
珠
有
淚
」
は
こ
れ
を
哭
す
こ
と
で
あ
り
、「
玉
生
煙
」
は
こ

れ
を
葬
る
こ
と
で
あ
る
と
言
う
。
そ
れ
に
対
し
て
劉
は
こ
れ
ら
の
聯
は
華
年
の
こ

と
に
少
し
も
触
れ
て
い
な
い
で
は
な
い
か
と
反
論
し
て
い
る
が
、
あ
る
事
態
を
傷

む
そ
の
傷
み
方
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
楽
し
か
っ
た
往
事
に
つ
い
て
綿
綿
と
述
べ
、

後
に
そ
れ
を
傷
む
場
合
も
、
そ
の
事
態
に
は
あ
ま
り
触
れ
ず
、
悲
し
み
を
さ
ま

ざ
ま
な
仕
方
で
ひ
た
す
ら
に
表
現
す
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
朱
の
よ
う
に

一
句
ご
と
に
寓
意
を
読
み
と
る
の
も
牽
強
に
す
ぎ
よ
う
か
。
ま
た
筆
者
は
以
前
か

ら
疑
問
に
思
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、「
滄
海
月
明
」
と
い
う
句
は
単
純
に
冷
た

く
澄
ん
だ
美
し
い
光
景
と
考
え
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
こ
の
句
か
ら
、

か
な
り
現
代
的
世
俗
的
に
ハ
ワ
イ
と
か
カ
リ
ブ
海
と
か
南
洋
諸
島
の
夜
景
を
想
起

し
て
し
ま
う
が
、
古
代
の
中
国
人
に
と
っ
て
海
と
は
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
喚
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起
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
筆
者
は
こ
れ
に
つ
い
て
明
確
な
意
見
を
述
べ
る
ほ

ど
の
知
識
を
も
っ
て
は
い
な
い
が
、
海
は
溟
溟
渺
渺
と
し
た
暗
く
無
限
な
も
の
と

し
て
想
像
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
る
。
こ
の
点
で
劉
が
滄
海
の
遺

珠
と
い
う
句
を
引
い
て
い
る
の
は
、
海
の
広
大
さ
や
珠
の
見
出
し
に
く
さ
を
強
調

し
た
も
の
と
す
れ
ば
頷
け
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

尾
聯
「
此
情
」
と
は
愛
情
で
あ
れ
不
遇
感
で
あ
れ
、
過
去
の
思
い
で
あ
る
の
か

現
在
の
思
い
で
あ
る
の
か
、
ま
た
「
當
時
」
と
は
過
去
な
の
か
現
在
な
の
か
。
こ

の
詩
が
悼
亡
詩
で
あ
り
、「
當
時
」
が
過
去
で
あ
る
な
ら
ば
、
楽
し
い
妻
と
の
生
活

が
そ
の
時
す
で
に
惘
然
と
し
て
い
た
と
す
る
の
は
理
窟
に
合
わ
な
い
、
と
劉
は
指

摘
す
る
。
過
去
の
楽
し
い
現
実
も
ど
こ
か
不
確
実
な
、
あ
る
い
は
不
安
の
予
感
に

彩
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
解
釈
す
る
の
は
、
あ
ま
り
に
近
代
風
に
す
ぎ
よ
う

か
（
朱
は
妻
が
多
病
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
言
う
が
）。「
此
情
」
を
現
在

の
思
い
と
解
釈
す
る
と
、
筆
者
は
か
っ
て
あ
る
う
つ
病
者
が
述
べ
た
訴
え
を
想
起

し
て
し
ま
う
(17)
。
彼
は
「
（
自
ら
病
因
の
一
つ
と
考
え
る
ト
ラ
ブ
ル
か
ら
）
も
う

一
カ
月
経
っ
た
と
か
、
そ
う
思
っ
た
時
か
ら
も
う
二
週
間
経
っ
た
と
か
驚
い
て
い

た
が
、
そ
の
期
間
が
ど
ん
ど
ん
短
か
く
な
っ
て
い
く
。
そ
の
時
か
ら
も
う
三
日
経

っ
た
と
か
、
昨
日
か
ら
丸
一
日
経
っ
た
と
か
考
え
る
と
胸
苦
し
く
な
る
。・
・
・
そ

し
て
二
週
間
前
は
ま
だ
よ
か
っ
た
、
と
か
、
来
週
も
今
の
方
が
ま
だ
ま
し
だ
っ
た

と
思
う
だ
ろ
う
か
、
と
考
え
る
。『
な
が
ら
へ
ば
ま
た
こ
の
ご
ろ
や
し
の
ば
れ
む
う

し
と
み
し
世
ぞ
い
ま
は
恋
し
き
』
と
い
う
歌
の
こ
こ
ろ
が
と
て
も
よ
く
わ
か
る
」

と
言
う
。
抑
う
つ
状
態
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
、
時
間
の
推
移
に
主
体
が
つ
い
て

い
け
ず
、
悲
哀
や
悔
恨
に
苦
し
め
ら
れ
る
体
験
（R

em
anenz

と
呼
ば
れ
る
）
が
こ

の
句
の
背
後
に
存
在
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
。
そ
れ
も
あ
ま
り
に
近
代
風
な
見
方

に
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
か
。 

 

他
方
、
劉
の
自
傷
説
も
あ
ま
り
説
得
的
で
は
な
い
。
彼
は
元
好
問
の
七
絶
を
引

く
。「
望
帝
春
心
託
杜
鵑
、
佳
人
錦
瑟
怨
華
年
。
詩
家
總
愛
西
崑
好
、
獨
恨
無
人
作

鄭
箋
。」
こ
の
詩
に
つ
い
て
彼
は
、

初
の
二
句
は
商
隠
の
詩
句
を
転
用
し
た
に
す

ぎ
な
い
よ
う
に
み
え
る
が
、
実
は
商
隠
の
世
に
用
い
ら
れ
ず
空
し
く
老
い
て
ゆ
く

悲
し
み
を
示
唆
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
鄭
箋
」
と
い
う
表
現
に
明
ら
か
で

あ
る
、
と
言
う
。
彼
は
こ
こ
で
一
般
向
け
の
西
崑
体
の
詩
と
士
大
夫
に
ふ
さ
わ
し

い
詩
経
と
の
対
比
を
強
調
し
て
い
る
か
に
み
え
る
。
筆
者
の
読
解
力
は
太
だ
心
許

な
い
が
、
し
か
し
こ
の
詩
を
素
直
に
読
め
ば
西
崑
体
の
華
美
な
だ
け
の
詩
は
愛
好

さ
れ
や
す
い
が
、
商
隠
の
そ
れ
は
難
解
多
義
的
で
あ
り
、
鄭
箋
に
匹
敵
す
る
ほ
ど

の
明
快
な
注
解
書
が
作
製
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
、
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。「
錦
瑟
」
が
士
大
夫
と
し
て
の
自
傷
の
思
い
を
詠
っ
て
い
る
、
と
ま
で
は

言
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
と
も
あ
れ
元
好
問
が
ど
の
よ
う
に
言
お
う
と
、

こ
の
作
品
が
自
傷
詩
で
あ
る
と
確
定
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
不
遇

な
状
況
や
心
中
に
秘
め
た
思
い
と
い
う
モ
メ
ン
ト
は
あ
ま
り
に
も
一
般
的
過
包
括

的
で
あ
り
、
そ
れ
を
援
用
す
れ
ば
い
か
な
る
詩
句
も
解
釈
で
き
て
し
ま
う
で
あ
ろ

う
。
か
っ
て
ロ
ジ
ェ
・
カ
イ
ヨ
ワ
は
い
か
な
る
心
的
現
象
を
も
説
明
で
き
て
し
ま

う
フ
ロ
イ
ト
理
論
を
「
了
解
過
剰
」
と
嘲
笑
し
た
が
、
事
態
は
聊
か
そ
れ
に
類
似

し
て
い
る
。
そ
れ
は
明
確
な
誤
り
と
言
え
る
わ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
極
め
て
凡

庸
な
解
釈
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
詩
の
鑑
賞
が
深
め
ら
れ
る
よ
う
な
そ
れ
で
は

な
い
。 

 

筆
者
に
は
「
錦
瑟
」
が
ど
う
し
て
も
悼
亡
詩
の
よ
う
に
読
め
て
し
ま
う
が
、
か

と
い
っ
て
明
確
な
根
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。 



 

（
三
八
） 

 
要
す
る
に
「
錦
瑟
」
に
は
美
し
く
も
曖
昧
模
糊
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
つ
ら
ね
ら

れ
て
お
り
、
全
体
の
詩
意
を
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
梁
啓
超
は
、
商
隠

の
「
錦
瑟
」「
碧
城
」「
聖
女
祠
」
な
ど
の
詩
は
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
あ
る
神
秘
的
な
美
的
価
値
が
感
得
さ
れ
る
と
言
う
。
そ
れ
を
現
代
風
に
敷

衍
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
で
も
な
ろ
う
か
。
そ
れ
は
明
確
な
シ
ニ
フ
ィ
エ
を
も
た
な

い
、
た
ゆ
た
う
情
調
の
堆
積
で
あ
っ
て
、
ロ
ー
ル
シ
ャ
ッ
ハ
図
の
ご
と
く
わ
れ
わ

れ
の
フ
ァ
ン
タ
ス
ム
を
受
け
入
れ
る
。
李
商
隠
は
七
律
と
い
う
伝
統
的
規
範
的
形

式
を
継
承
し
な
が
ら
、
美
的
に
イ
メ
ー
ジ
化
さ
れ
た
喪
失
感
、
不
全
感
を
そ
こ
に

封
入
し
た
。
そ
れ
は
読
者
の
投
影
を

も
誘
発
し
や
す
い
一
般
的
な
情
態
性
で
あ

り
、
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
、
し
か
し
自
ら
に
帰
属
す

る
と
は
認
め
て
い
な
い
テ
ー
マ
を
、
そ
の
詩
の
テ
ー
マ
と
し
て
見
出
す
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。 
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