
令
狐
楚
に

し、

てコ

て

ー
ー
そ
の
交
遊
関
係
を
中
心
に
i
i
i

|は
じ

令め
狐に
怒
と
李
瀦
隠

令
狐
楚

ハ七

l
文

開

成

二

は
、
晩
唐
を
代
表
す
る
詩
人
・
耕
文
家
で
あ
る
李
高
隠

川
和
七
年
(
八
二
一
〉

l
笠
京
大
中
十
二
年
〈
八
五
八
)
〕

学
を
諮
る
上
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
人
物
で
あ
る
。

学
的
才
能
を
最
初
に
認
め
た
の
が
、
令
狐
懇
で
あ
る

し
、
そ
の
才
能
を
古
文
で
は
な
く
耕
文
を
書
く
こ
と
に
用
い
る
よ
う

に
指
導
し
た
の
も
、
ん
V
狐
楚
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
牛
李
の
党
争
」

に
よ
っ
て
、
率
一
前
憶
が
不
適
な
生
援
を
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
も
、
そ
の
迷
悶
は
令
狐
桝
況
の
知
過
を
受
け
た
こ
と
に
あ
る
。

ま
ず
、
町
山
川
席
議
』
巻
一
一
白
九
十
下
の
李
商
隠
伝
か
ら
、
李
商
隠

狐
桃
川
の
知
過
を
受
け
た
こ
と
に
つ
い
て
の
記
事
を
引
用
す
る
。

商
憾
、
幼
く
し
て
能
く
文
を
為
り
、
令
狐
強
、
河
勝
に
鎮
せ
し

加

国

理
一
郎

っ

く

も

と

と
き
、
業
り
し
所
の
文
を
以
て
こ
れ
に
干
む
。
年
総
か
弱
冠
に

及
ぶ
の
み
。
楚
、
其
の
少
俊
な
る
を
以
て
、
深
く
こ
れ
に
礼

ー
ιも

し
、
諸
子
と
与
に
遊
ば
し
む
。
楚
、
天
平
・
沖
州
に
鎮
す
る

や
、
従
ひ
て
巡
官
と
為
る
。

こ
の
記
事
に
つ
い
て
、
張
采
田
氏
の
司
王
鶏
生
年
譜
会
議
』
巻
一
に

よ
れ
ば
、
「
河
陽
」
は
「
河
甫
」
の
誤
り
で
、
令
狐
楚
が
文
京
太
和

一
一
一
年
ハ
八
二
九
)
一
一
一
月
に
、
検
校
兵
部
尚
意
向
・
東
部
留
守
・
東
畿
汝

都
防
禦
使
と
な
っ
て
治
協
に
あ
っ
た
待
に
知
遇
を
受
け
、
ま
た
「
作

州
い
は
街
文
で
あ
っ
て
、
同
年
の
十
一
月
に
令
狐
楚
が
検
校
右
僕

射
・
鴇
州
刺
史
・
天
平
軍
節
度
・
郭
曹
諜
観
察
等
伎
と
な
っ
た
時

に
、
そ
の
幕
府
の
巡
官
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
ο

そ
し
て
、

こ
の
時
に
李
砲
絡
は
十
八
歳
で
あ
る
。

次
に
、
こ
の
時
期
に
令
狐
林
況
が
李
商
隠
に
対
し
て
餅
文
を
議
く
よ

た

こ

と

に

つ

い

て

、

李

商

搭

伝

か

ら

引

用

F 
ノ
Iこ

す
る
。
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の

こ
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
っ
て
、
は
こ
れ
以
後
耕
文
を
作
る
よ

う
に
な
り
、
そ
の
名
手
と
し
て
世
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ

る
。
李
前
隠
の
古
文
か
ら
餅
文
へ
の
転
向
は
、
娩
庶
の
唯
美
的
文
学

の
流
行
を
象
徴
す
る
で
き
ご
と
と
し
て
名
高
い
(
注
一
)
Q

そ
し
て
、

李
商
隠
の
文
学
的
な
絞
慌
を
た
ど
る
た
め
に
も
、
無
視
す
る
こ
と
の

で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
転
向
が
、
令
狐
楚
の
指
導
に
よ
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
令
狐
楚
は
李
商
隠
の
文
学

を
考
え
る
上
に
お
い
て
、
前
一
亀
裂
な
人
物
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
中
晩
唐
の
政
界
を
揺
が
せ
た
「
牛
李
の
党
争
」
に
お
い

て
、
は
そ
の
両
派
か
ら
排
斥
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
円
出

の

て
掌
書
記
と
為
し
、

の
才
を
愛
し
、
子
を
以
て
こ
れ
に

る
と
雌
も
、
然
、
れ
ど
も

り
こ
れ
を
遇
す
。
時
に

す
。
徳
硲
と
李
宗

し
て
、

徳
硲
政
を
乗
り
、
用
っ
て
向
陽
の
帥
と

う
と

い
に
こ
れ
を
薄
ん
ず
。
時
に

胸
、
口
県
外
部
と
為
り
、
前
隠
の
患
に

の
無
行
な
る
を
恕
む
。
俄
か
に
し
て
茂

来
り
て
京
師
に
遊
ぶ
も
、
久
し
く
し
て
拐
さ
れ
ず
。

こ
こ
で
李
京
間
・
楊
翻
復
・
令
狐
楚
ら
が
「
牛
党
」
で
あ

り
、
李
徳
裕
・
壬
茂
元
が
「
李
党
」
で
あ
っ
て
、
当
時
の
政
界
は
こ

の
二
つ
の
党
派
の
対
立
抗
争
の
場
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
を
「
牛
李

の
党
争
」
と
い
う
。
李
商
隠
は
、
令
狐
楚
の
死
後
、
王
茂
元
の
女
婿

と
な
っ
た
が
、
そ
の
王
茂
元
も
ほ
ど
な
く
し
て
死
去
す
る
心
そ
の
た

め
、
両
派
の
い
ず
れ
か
ら
も
排
斥
せ
ら
れ
て
、
不
通
な
生
涯
を
お
く

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
李
簡
隠
の
運
命
を
決
し
た
事
件

も
、
令
狐
楚
の
知
過
を
受
け
た
こ
と
を
そ
の
発
端
と
す
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
も
、
令
狐
楚
は
無
視
で
き
な
い
存
在
な
の
で
あ
る
。

私
は
、
李
高
憾
の
文
学
に
つ
い
て
関
心
を
持
っ
て
い
る
が
、
そ
れ

を
考
究
す
る
た
め
に
は
、
令
狐
楚
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
明
ら
か
に

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
感
じ
た

Q

し
か
し
、
こ
の
人
物
に
つ
い
て

は
、
従
来
あ
ま
り
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
(
注
二
三
そ
こ
で
、

木
論
文
で
は
、
主
に
令
狐
楚
の
交
遊
関
係
に
注
目
し
、
晩
唐
の
交

に

お

い

て

彼

が

果

た

し

た

文

学

上

の

つ

い

た

い

と

忠

。

ト
h
ノ

関

パ
T
」

、ER
、、
U
M
噌

ーノ/ν 
令
狐
残
巴
に
卒
し
、

背
く
を
以
て
、

既
に
茂
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二
、
令
狐
一
楚
に
関
す
る
資
料

本
論
に
入
る
前
に
、
令
狐
楚
に

て
お
く
ο

れ

る

。

し

か

し

、

こ

れ

ら

て

散

伐

る
こ
と
の
で
き
る
令
狐
懇
の
作
品
は
、

一
十
四
に
収
め
ら
れ
た
五
十
九
首
と
、

…
に
収
め
ら
れ
た
一
百
四

位
一
百
七
十
二
、

れ
て
い
る
。

、
長
鹿
間
年
前
後
の
令
狐
楚

ニ
コ
主
、

中
j
〆

U

が
し

て
お
り
、

令
狐
娃
も
批
に

は
河
東
節
度
技
の

な
る
。
そ
の
聞
に
彼

見
え
る
。

い
っ
た
よ
う
で
、
日
ω
唐
書
』
令
狐
楚
伝
に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が

才
忠
俊
一
躍
に
し
て
、
徳
宗
、
文
を
好
み
、
太
原
よ
り
奏
の

ほ

至
る
毎
に
、
能
く
楚
の
為
る
所
を
弁
じ
、
頗
る
こ
れ
を
称
む

Q

こ
の
よ
う
な
文
学
の
才
能
が
も
の
を
一
一
一
一
口
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
令
狐
楚

は
癒
宗
の
代
に
な
る
と
、
知
制
設
や
翰
林
学
士
な
ど
の
文
才
を
必
要

と
す
る
官
職
を
経
て
、
次
第
に
官
邸
介
に
頭
角
を
現
わ
す
。

し
か
し
、
令
狐
楚
が
官
界
で
の
地
位
を
確
立
し
た
と
い
え
る
の

は
、
長
勝
年
(
八
二
回
)
に
敬
京
皇
帝
が
即
位
し
て
か
ら
で
あ
ろ

う
。
そ
の
の
九
月
、
令
狐
楚
は
検
校
礼
部
尚
書
・
沖
州
刺
史
・
宣

の
礼
部
尚
蓄
を
検

の
開
封
)
に
赴

僚
と
な
っ
た
こ

の
一
つ
で
あ
る

し
た
の
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
一
汗
州

任
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
被
が
名
耐
火
と

と
を
意
味
し
て
い
よ
う
心
作
州
は
、
黄

、
作
河
と
が
合
流
す
る
地
点
に
あ
っ
て
、

の
要
衝
で
あ
り
、
こ
の
地
の
争
奪
は
賠

な
い
の
で
あ
る
ο

よ
っ
て
、
こ
の
地
に

っ
て

る心

( 68 ) 

の
死
命
を
も
決
し
か
ね

か
ら
有
力
な
刺
史
や

こ
の
嬰
織
に
つ
い
た

た
と
い

のが

'L) 
の人

物
{奈は

あ



浴
・
李
紳
ら
を
樹
次
い

支
ど
り

の
即
位
を
助
け
、
専
制
的
な
権
力
を
持
つ

に

る

ω

そ

は

、

事

あ

る

ご

と

に

令

狐

楚

を

援

助

し

て

お

り
、
作
州
赴
任
も
そ
の
力
係
え
が
あ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ

。

〉
勺
ノ

人
V
狐
怒
が
作
州
を
離
れ
る
の
は
、
(
八
二
八
)
九
月
の

こ
と
で
、
こ
の
地
に
ち
ょ
う
ど
凶
年
間
赴
江
比
し
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
こ
の
四
年
間
は
、
令
狐
楚
が
文
塘
の
中
心
人
物
の
一
人
と
な
っ

た
時
期
で
も
あ
一
る
。
下
の
実
は
、
令
狐
控
に
対
す
る
他
の
詩
人
た
ち

の
贈
答
・
応
酬
・
府
和
な
ど
の
詩
を
編
年
し
、
長
陸
四
年
九
月
か
ら

太
和
二
年
九
月
ま
で
の
期
間
を
中
心
に
し
て
、
そ
の
前
後
と
作
品
数

を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
ω

こ
の
よ
う
に
、
令
狐
楚
と
他
の
詩
人
た
ち
と
の
交
流
は
、
こ
の
期

間
を
境
に
し
て
急
激
に
繁
く
な
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
源
問
は
、
先
に
述

べ
た
「
牛
党
L

お
よ
び
令
狐
楚
の
政
界
で
の
地
位
の
向
上
に
よ
り
、

官
慌
で
も
あ
っ
た
当
時
の
詩
人
た
ち
が
令
狐
控
に
接
近
し
て
い
っ
た

と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
作
州

が
交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
そ
の
た
め
、
詩

人
た
ち
が
京
畿
と
江
市
と
を
往
来
す
る
途
上
で
立
ち
寄
り
ゃ
す
か
っ

た
こ
と
も
、
そ
の
原
図
で
あ
ろ
う
。
突
際
に
、
自
民
易
と
劉
民
錫
が

ハ
八
二
か
ら
太
和
元
年
(
八
二
七
)
に
か
け
て
、

。

1 

。

。

i
 

z
一nH

27 

も

4
A
 

¥ノ

円
ふ
子
・f

L
 

凡

υ 後。//2 。1 44 12 0 1 66 

不
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。
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104 

の
生
没
年
は
開
一
多
の
『
唐
詩
大
J

に
よ
っ
た
(
苧
逢
古
を
除
く
〉
」

つ

に
、
沖
州
の
令
狐

蘇

州

・

和

州

か

つ

て

洛

陽

へ

楚
の
も
と
に
立
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
こ
の
時
期
に
令
狐
楚
が
文
患
の
中
心

人
物
と
た
っ
た
こ
と
の
理
由
づ
け
と
し
て
、
不
充
分
で
あ
ろ
う
。
こ

の
こ
と
は
、
令
狐
楚
自
身
の
文
学
と
、
当
時
の
清
況
と
か
ら

説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



問
、
円
締
覧
詩
』
と
令
狐
獲
の
詩
文

人

ザ

狐

娃

は

、

(

八

一

閥

)

か

ら

十

一

の
問
、
翰
林
品
で
あ
っ
に
、
救
命
を
奉
じ
て

い
う
詩
集
を
位
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
令
狐
残
の
、
詩
に
対
す
る

選
択
限
が
、
向
を
は
じ
め
高
官
た
ち
に
認
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
ο

ま
た
、
こ
の
こ
と
で
、
令
狐
楚
の
文
壌
で
の
地
位

ま
っ
た
で
あ
ろ
う
。

主
に
中
府
期
の
の
作
品
を
集
め
た
も
の
で
、

の
一
っ
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
町
四
路
全
世
一
間
総
自
訓

…
八
十
六
に
、
こ
の
詩
集
に
つ
い
て
の
記
事
が
あ
る
が
、

析
は
令
狐
楚
の
持
に
つ
い
て
の
評
価
を
述
べ
た
も
の
と
し
て

も
の
だ
ろ
う
。
以
下
、
そ
れ
を
引
用
し
つ
つ
、
内
御
覧
詩
μ

お
よ
び
令
狐
宛
自
身
の
詩
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
。

ま
ず
、
印
刷
均
mxh
は
、
町
御
覧
詩
同
の
編
集
方
針
を
、

惟
だ
近
体
を
取
る
の
み
に
し
て
、
の
古
体
無
し
心

σ〉

の

と

訪日11

なち
り。

る
こ
と
が
そ
の
特
色
で
あ
る
と
し
て
い

子

ι
、

廿
い
と
務
む
る
に
戸
山
間
諮
腕
な
る
を
以
て
杓
尚

ぶ
Q

の
奮
起
し
て
十
日
認
を
追
ふ
者
は
、
韓
愈
等
数
人
に
過
ぎ

お
の
ず
か

ず
。
楚
も
亦
た
風
気
に
限
ら
れ
、
自
ら
異
な
る
能
は
ざ
る
な

。

h
什
ノ

と

と
、
韻
律
を
た
っ
と
ぶ
近
体
詩
を
好
む
風
潮
に
、
λ

月
初
狐
楚
も
従
っ
た

か
ら
で
あ
る
と
い
う
G

そ
れ
は
彼
自
身
の
作
品
に
も
い
え
る
こ
と

で

、

に

は

令

狐

楚

の

好

み

が

反

映

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

可
心
。

今

伝

ふ

一

巻

、

惟

だ

五

首

、

四

首

の

み

、

根
色
沢
、
皆
な
此
の
集
と
相
同
じ
。

取
れ
ば
な
り
。

彼
自
'
井
の
好
み
が
反
吠
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
、

に

採

ら

れ

の

中

に

は

、

出

て

く

る

底

(
一

( 70 ) 

て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。



る
とま
し、

、う

」令
と狐
で楚

lヨ
は身
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首、多
い
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
中
か
ら
、
『
間
障

に

為

す

い

と

評

さ

れ

て

い

る

一
十
四
)
を
引
用
す
る
ο
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o
-
-
o
 

概
念
苑
樹
深

0

0

0

・

銀
ム
{
山
内
巴
閉

0

・・

0

0

仙
漏
夜
沈
沈

其
五

・
o
o
-
-

九
重
青
喰
関

・0
0

百

尺

鶏

雲

楼

百

尺

の

楼

0

・0
0

・

明

月

私

風

起

明

月

秋

風

起

こ

り

o
o
-
-
o
 

珠
簾
上
玉
鈎
珠
傑
玉
鈎
を
上
ぐ

宮
中
で
伴
奏
に
合
わ
せ
て
歌
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
こ
は
、

一
首
自
で
関
内
が
平
和
で
あ
る
こ
と
を
う
た
い
、
二
・
一
ニ
・
四
・
五

首
で
そ
れ
ぞ
れ
冬
・
春
・
一
変
・
秋
の
宮
中
の
風
物
を
う
た
っ
て
い

る
。
口
出
庫
提
要
』
で
「
戸
病
諮
腕
」
を
た
っ
と
ぶ
風
潮
に
従
っ
た

と
す
る
令
狐
楚
の
詩
ら
し
く
、
平
灰
に
は
か
な
り
気
を
使
っ
て
い

る
。
五
首
と
も
、
あ
ま
り
厳
格
で
は
な
い
各
匂
の
第
一
字
を
除
け

ば
、
完
全
に
絶
句
の
平
灰
の
規
則
に
合
わ
せ
て
お
り
、
ま
た
、
第
一

?
四
首
が
灰
起
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
第
五
首
が
平
起
に
な
っ
て
お

り
、
結
び
の
一
首
と
し
て
の
変
化
を
つ
け
て
い
る
。

こ

の

よ

う

に

平

灰

に

て

い

る

も

の

の

、

般
を
含
み
て
苑
樹
深
し

銀

台

門

己

に

閉

じ

国
持
皮
ル
九
時
五
た
り

A
i
i
:
i
i
:
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用
い
ら
れ
る
詩



認
に
は
さ
ほ
ど
新
鮮
さ
は
な
く
、

こ
の
詩
に
は
ま
だ
多
少
は
好
意
的
な

のん
V

狐
懇
の
詩
の
多
く
に
対
し
て
は
、

と
い
っ
て
か
な
り
酷
許
し
て
い
る
。

た
詩
に
対
し
て
も
、

皆
な
俗
格
に
捗
る
も
、

わ/。

の
構
成
も
平
凡
で
あ
る

Q

要
b

も
、
こ
れ
以
外

の
部
句
」
・
「
拙
鈍
」

に
採
ら
れ

そ
し
て

の
素
よ
り
習
ひ
て

す
る
な

と
し
て
、
そ
れ
を
編
集
し
た
令
狐
従
の
好
み
と
と
も
に
あ
ま
り
良
い

評
価
は
下
さ
な
い
。
韓
愈
ら
の
古
体
詩
を
高
く
評
価
す
る
町
四
賭
都

要
h

の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、

A
V
狐
楚
に
対
す
る
詳
細
は
、
お
の
ず
か

ら
こ
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
令
狐
裂
の
詩
は
、
韻
律
に
か
な
っ
た
近
体
詩
で
あ

る
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
特
徴
は
吋
御
覧
詩
い
の
編

集
に
も
変
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
彼
の
実
作
と
批
評
に
わ
た
る
傾
向

で
あ
る
の
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、
令
狐
楚
が
す
ぐ
れ
た
耕
文
作
家
で

あ
っ
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
よ
う
0

3
別
唐
品
令
狐
怨
伝
に
は
、

其

の

文

を

為

る

や

、

勝

奏

制

令

に

於

て

一

篇

を

成

に、

て
い
る
。

引
用
す
る
。

巻
五
百
四
十
一
ニ
)
の
一
部
を

地
開
蒼
谷
、
天
作
曲
一
五
山
、
江
海
自
流
於
泉
下
、
城

郭
取
象
乎
人
問
。
高
封
馬
盤
、
永
秘
竜
顔
。
鱗
有
逆
今
曾
触
、

韓
欲
升
今
高
撃
。
朝
百
議
以
粛
薦
、
遺
八
駿
以
関
関
。

(
鳴
呼
、
哀
し
き
か
な
。
地
は
蒼
脊
を
開
き
、
天
は
豊
山
を
作

り
、
江
海
自
ら
泉
下
に
流
れ
、
城
郭
象
を
人
間
に
取
る
ο
高
く

馬
震
を
封
じ
、
永
く
竜
顔
を
秘
す
。
鱗
、
逆
有
り
て
曾
て
触

ト
A
F

れ
、
露
、
升
ら
ん
と
欲
し
て
高
く
饗
づ
。
百
室
に
朝
し
て
以
て

粛
粛
、
八
駿
を
遺
し
て
以
て
関
関
た
り
。
)

こ
の
よ
う
に
、
全
揺
が
ほ
と
ん
ど
閤
字
・
六
字
の
対
句
か
ら
成
る
四

六
耕
麗
文
の
形
式
を
、
こ
の
文
章
は
と
っ
て
い
る
。
令
狐
楚
の
前
半

生
は
、
古
文
運
動
が
盛
ん
な
時
期
に
あ
た
る
。
し
か
し
、
公
用
文
は

ま
だ
餅
文
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
令
狐
殺
は
そ
の
名
手
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
耕
文
は
、
対
句
で
構
成
さ
れ
、
韻
律
を
重
ん
じ
る
文
章
で

あ
る
が
、
内
容
が
空
政
で
あ
る
の
を
吉
文
家
た
ち
に
攻
撃
さ
れ
た
。

こ
の
、
韻
律
を
一
定
ん
じ
る
が
内
容
が
空
疎
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

令
狐
懇
の
詩
の
特
徴
る
。
令
狐
楚
は
、
詩
仙
お
い
て

し
て
の
性
格
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

・
…
五
和
期
の
い
え
ば
、
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お
け
る

の
新
楽
府
に
よ
る
楓
料



し
h
し
令
間
経
立
、

;

;

:

:

ー

に
も
か
か
わ
ら
J

こ
の

、
f
」

、

ニ

フ

ト
j
n
L
入ノ
7
3
0
7ど
っ
レ
ト
九
、

し
マ
、
し
中
/
オ
ド
マ

J
A
r
b
J
j
l

い
る
よ
う
に
、
日
長
麗
四
年
以
前
に
は
他
の
詩
ー

と
ん
ど
な
か
っ
た
こ
と
の
際
凶
で
も
あ
ろ
う
。

以
相
投
寄
。

住
戯
排
旧
韻
、
別
制
刷
新
問
、
名
為
次
韻
柏
断
、
議
欲
以
難
相
挑

耳
。
江
湘
間
為
詩
者
復
一
相
倣
徴
、
カ
或
不
足
、
別
室
類
例
話

一
一
一
日
、
重
綾
首
足
、
韻
間
意
等
、
不
具
前
錦
、
亦
日
為
元
和
詩

体
。
市
可
文
者
考
変
雅
之
出
、
往
住
川
町
弘
明
於
積
(
後
略
)
。

こ
の
文
の
中
で
元
棋
は
、
か
つ
て
力
を
注
い
だ
新
楽
府
の
よ
う
な
作

品
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
「
物
に
感
じ
て
意
を
寓
し
、
際
啓
の
調
達
に

備
ふ
可
き
者
い
を
、
…
界
一
炭
、
是
れ
懐
れ
」
る
た
め
に
、
も
は
や
人

に
示
す
こ
と
は
し
な
い
と
言
う
。
こ
れ
は
、
い
わ
ば
転
向
宣
言
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
現
在
の
元
棋
は
、
「
蕊
酒
光
景
の
問
、
屡
ミ
小
砕
の

つ

く

み

ず

か

篇
撃
を
為
り
、
以
て
白
か
ら
吟
勝
す
」
と
、
遊
芸
的
な
態
度
で
「
律

体
」
の
詩
を
作
る
。
そ
こ
で
彼
が
注
意
す
る
の
は
、
「
思
ひ
深
く
諮

た

が

お

の

ず

か

近
く
、
律
調
新
た
に
、
属
対
差
ふ
無
く
、
宿
し
て
風
情
自
ら
遠

と
欲
す
」
と
い
う
、
主
に
表
現
技
巧
の
こ
と
で
あ
る
。
ま

つ

ね

つ

く

の
詩
作
に
つ
い
て
も
、
(
雑
に
能
く
詩
を
為
り
、

、
戸
韻
を
窮
極
す
る
を
愛
す
」
と
、
そ
の
技
巧

そ
し
て
河
者
が
行
う
の
は
、
一

i

戯
れ
に
旧
韻
を

創
ヮ
、
名
づ
け
て
次
韻
相
酬
と
為
す
」
と
い

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
詩
作
は
当
時
に
流
行
し

て

ち
と
の
交
流
が
ほ

五
、
元
横
ら
と
令
狐
楚

て
く色し
るづか
。けし

ら、

れ
る
令
担!Jl
7を
ぴ〉 さ

を
求
め
た
近
体
詩
の
小
作
品
に
よ
っ
て

パ
は
、
次
第
に
文
の
主
流
と
な
っ

円
ソ
、
コ
、
コ
允
才
仏
、
ま
っ
て
へ
L
n
μ

品
、
兵
、
作
H
4
i
》

t

s

l
吋
t

二
「
ノ
不
↑
」
!
寸

に
献
上
す
る
。
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生た

jユ
.主主

体・. 

然
而
病
未
能
也
。
江
湖
間
多
有
新
進
小
生
、

安
川
相
倣
徴
、
一
郎
又
従
市
失
之
、



の

た

ち

が

模

倣

し

て

質

の

低

い

に

五

つ

旧

況

の

中

で

、

元

穏

の

詩

を

他

の

二

流

詩

人

の

作

品

と

い

た

も

の

と

し

て

認

め

、

さ

ら
に
、
彼
の
遊
戯
的
な
近
代
詩
を
擁
護
し
て
く
れ
る
人
物
と
し
て
、

令
狐
残
在
日
し
て
詩
を
献
上
し
た
の
で
あ
ろ
う
心
令
狐
楚
は
そ
れ
に

応
え
て
、
元
棋
を
「
今
代
の
飽
ハ

mm〉
、
訟
(
裳
運
)
な
り
い
(
門
出
癒

書
い
巻
一
百
六
十
六
一
苅
棋
伝
)
と
高
く
評
備
し
た
。

官
僚
と
し
て
の
元
棋
は
、
李
徳
裕
・
李
紳
に
近
い
立
場
に
あ
っ

て
、
李
逢
官
の
党
に
連
な
る
令
狐
怒
と
は
対
立
し
て
い
る
。
だ
か

ら
、
そ
の
政
治
的
な
党
派
を
越
え
た
文
学
的
な
交
わ
り
は
、
新
し
い

詩
の
潮
流
を
築
こ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
、
よ
り
意
義
深
い
。
し
か

し

、

は

、

こ

の

あ

と

も

刺

刺

し

く

は

な

ら

な

か

っ

、
巾
一
法
以
的
地
惜
の
山
段
使
と
な
っ
た
令
狐
楚

よ
っ
て
衡
州
刺
史
に
左
遷
さ
れ
る
。
そ
こ

て
、
〔
江
湖
の

は
さ
ら
に
保
く
な
り
、

rh
つ
積
一
円
ノ
ず
川
1

、

T
v
中
j

バ

v
，カ

σ〉

の
表
に
見
え
る
張
一
砧
で
あ
る
。
張
一
臓
は
令
狐
楚
に
才
能
を
認
め
ら

れ
、
詩
を
皇
帝
に
進
献
し
た
が
、
元
棋
に
阻
ま
れ
て
成
功
し
な
か
っ

た
(
注
四
三
令
狐
楚
の
よ
う
な
党
派
性
の
強
い
人
物
に
と
っ
て
は
、

文
学
者
と
し
て
の
人
間
関
係
も
、
そ
れ
に
制
限
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。

し
か
し
、
元
棋
の
親
友
で
、
文
学
的
に
は
元
積
と
同
じ
よ
う
な
転

向
を
し
、
政
治
的
に
は
ほ
ぼ
中
立
で
あ
っ
た
自
活
易
は
、
そ
の
後
令

狐
楚
に
接
近
し
て
ゆ
く
。
そ
し
て
そ
の
白
府
易
に
近
か
っ
た
劉
馬

錫

・

に

な

ら

っ

た

の

で

あ

ろ

う

(

注

五
三

六
、
韓
愈
の
死
去
と
令
狐
楚
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り

こ
の
よ

た
長
慶
四
年
に
は
、

は
、
十
二
月
に
斡
み

動
の
領
袖
で
あ
り
、

門
下
に
は
多
く
の

で
あ
る
ο

の
動
き
と
は
別
に
、
令
狐
楚
が
作
州
に
赴
任
し

上
の
重
要
な
事
件
が
起
こ
る
。
そ
れ

す
る
こ
と
で
あ
る
。
斡
愈
は
、
古
文
叩
押

し
て
の
地
位
も
高
か
っ
た
た
め
、
そ
の

っ
た
。
そ
の
中
の
一
人
が
、

に

に

い

よ

っ

て

新

し

い

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
が
、
そ
こ
た
の
が
令
狐
殺
で

あ
る
。

「ノ

-
n
}
♂

y
h

、

ザ

4
1ド
ム

μ

い
ま

時
に
元
和
初
め
ら
る
る
を
得
、

ハ
令
狐
)
楚
と
録
と
開
砂
崩
に
し
て
穏
を
希
ふ

線
、
発
の
衡
州
の
制
を
草
す
。
(
中
略
)
深
く
棋
を
恨
む
。

(
内
出
荷
書
い
令
狐
楚
い
い
)

と
い
う
よ
う
に
、
何
者
の

わ
り
も
絶
え
る

Q

こ
の

な

の



ぢ主要
狐九
~;自

公
を

，七

に
よ
れ
ば
、

L
3
炉、

砕い

μ
、刀

る

い

の

「

梁

間

趨

戟

節

、

の

匂

つ
ま
り
沖
州
の
令
狐
楚
の
幕
府
に
赴
い
た
時
か
ら
、

の
草
は
冬
に
枯
れ
春
に
芽
ぶ
く
こ
と
を
何
閃
く
り
返
し
た
ろ
う

か
、
と
述
べ
て
い
る
こ
と
な
ど
の
現
出
で
、
質
向
的
は
一
日
免
疫
四
年
九
月

か
ら
大
和
二
年
十
月
ま
で
の
期
間
に
、
行
州
に
て
令
狐
娃
に
謁
し
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
荒
井
健
氏
は
、
論
文
「
賀
島
い
(
町
中
間

文
学
報
b

第
十
冊
、
一
九
五
九
、
五
一
一

i
九
五
…
良
)
に
お
い
て
、
川
片

品
と
親
し
く
、
か
つ
李
逢
古
の
門
生
で
あ
っ
た
挑
合
の
っ
て
を
頼
っ

て
、
資
島
は
令
狐
楚
の
も
と
へ
走
っ
た
こ
と
、
川
凡
島
の
よ
う
に
言
行

に
批
判
の
あ
っ
た
貧
乏
文
士
を
容
易
に
受
け
入
れ
る
の
は
、
「
牛
党
」

で
あ
る
こ
と
を
、
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
附
け
加
え
る
な
ら
ば
、
当

時
は
「
牛
党
」
の
全
盛
時
代
で
あ
る
こ
と
と
、
令
狐
楚
自
身
の
文
一
墳

に
お
け
る
地
位
が
向
上
し
て
き
た
こ
と
も
、
資
島
が
令
狐
楚
を
選
ば

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
で
あ
ろ
う
。

、

」

あ

る

い

は

「

J

防
疫
」
と
批
評
さ
れ
る
よ

る
も
の
で
、
令
狐
懇
の
詩
風
と

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

向
、
が
あ
る
あ
た
り
に
、
官
の
共
通
点
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

が
令
狐
楚
の
知
遇
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
こ
ろ
寅
島
と
詩
人

グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
つ
つ
あ
っ
た
挑
合
も
、
令
狐
楚
と
の
文
学
の
上

も
、
令
狐
楚
と
交
流
し
た
の
で
あ
ろ
う

斡
愈
の
死
と
令
狐
楚
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
も
う
一
つ
、

に
つ
い
て
も
見
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
令
狐
苑
は
、
先
に
見

た
よ
う
に
耕
文
作
家
で
あ
っ
た
が
、
古
文
運
動
の
時
代
に
お
い
て
も

そ
の
文
章
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
。
韓
愈
の
死
後
、
こ
れ
と
い
っ

た
後
継
者
が
現
わ
れ
な
い
ま
ま
に
行
き
詰
り
を
見
せ
た
古
文
に
対

し
、
も
は
や
新
鮮
さ
は
な
い
も
の
の
、
知
識
人
に
と
っ
て
は
親
し
み

ゃ
す
い
文
体
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
餅
文
が
勢
力
合
盛
り
返
す
。
そ
こ

で

、

令

狐

楚

は

+

目

授

か

れ

る

存

在

に

な

っ

た

の

で

は
な
か
ろ
う
か
。

で
の

七
、
ま
と
め

そ
し
て
こ
の
グ
ル
ー
プ
の

の
朱

ふ
ボ

b
村
山
村

ち
に

( 75 ) 

以

上

、

り

か

ら

令

狐

楚

と

交

流

す

る

文

学

者

が

急

激
に
増
加
し
た
こ
と
を
中
心
に
、
彼
の
文
壇
に
お
け
る
地
位
に
つ
い

て
述
べ
て
き
た
。
令
狐
楚
が
文
墳
の
中
心
人
物
と
な
っ
た
原
悶
は
、

次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る

Q

ま
ず
文
学
以
外
の
原
因
は
、
政
治
的

に
は
彼
の
属
す
る
「
牛
党
」
の
勢
力
が
強
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
り
、

そ
し
て
地
理
的
に
は
、
彼
の
任
地
の
沖
州
が
交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た

こ
と
で
あ
る
G

そ
し
て
文
学
的
な
原
因
は
、
近
体
詩
の
小
品
と
耕
文

と
い
う
彼
の
文
学
が
、
向
か
っ
て
流
行
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ



九

月

に

な

っ

て

沖

州

を

離

れ

赴
任
し
た
令
狐
姥
は
、
そ
の
翌
年
に
洛
協
に
お
い
て
李
商

く
過
し
た
Q

そ
し
て
設
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
古
文
を
書
い
て
い
た

李
商
隠
に
耕
文
を
書
く
よ
う
に
勧
め
る
。
こ
れ
は
、
自
ら
の
文
学
が

文
壌
の
主
流
と
な
っ
た
こ
と
を
感
じ
た
令
狐
楚
が
、
自
分
よ
り
も
才

能
を
持
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
弟
子
を
得
て
、
そ
れ
を
後
継
者
と

す
る
た
め
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

李

甜

隠

は

そ

れ

に

応

え

て

、

山

・

開

文

家

の

一

人
と
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る

Q

(
注
一
〉
森
野
繁
夫
氏
は
吋
中
際
文
化
議
議
・

5
・
文
学
史
恥
ハ
大
修
館
議

出
・
一
九
六
八
)
の

w-
庶
代
文
学
論
、
2
・
文
、
で
、
こ
の
問
題
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
G

古
文
運
動
は
こ
う
し
て
衰
退
の
一
途
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
が
、
娩

践
に
五
っ
て
、

UUX"
か
ら
耕
文
民
転
向
し
た
準
高
搭
〈
8
1
3
1
8
5

8
〉
の
出
況
に
よ
っ
て
、
そ
の
頂
点
に
述
す
る
。
(
中
略
〉

こ
の
よ
う
に
し
て
古
文
は
府
米
に
お
い
て
そ
の
勢
力
を
失
い
、
一
持
び

耕
文
が
文
壇
の
主
流
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

(
注
二
〉
令
狐
楚
に
つ
い
て
の
研
究
と
し
て
は
、
下
孝
萱
氏
が
「
劉
民
錫
与

令
狐
楚
」
ハ
問
中
華
文
史
論
叢
』
一
九
人

O
年
第
一
軒
、
二
二

J
一二一一九

一
貝
〉
で
、

A
1
狐
楚
が
例
制
一
再
錫
の
詩
友
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
も
の

と
、
市
原
亭
吉
氏
が
「
一
一
一
合
人
集
に
つ
い
て
」
(
『
古
川
博
士
退
体
記
念
中

国
文
学
論
集
同
筑
摩
市
一
一
間
一
局
、
一
九
六
人
、
四
二
九
J
四
四
七
頁
)
で
、
令

狐
楚
が
王
涯
・
張
仲
素
と
さ
一
合
人
集
』
と
い
う
詩
集
を
編
ん
だ
こ
と
を

論
じ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

ハ
詑
一
一
一
〉
築
山
泊
三
郎
氏
町
唐
代
政
治
制
度
一
の
研
究
同
(
創
元
社
、
一
九
六

七
)
第
四
章
第
二
節
つ
准
西
お
よ
び
河
南
講
鋲
」
を
参
閉
山
し
た
。

ハ
注
凶
〉
主
定
掠
の
同
協
同
椋
一
一
一
口
b

巻
十
一
「
薦
挙
不
捷
」
に
見
え
る
記
事
。

以
下
に
そ
れ
を
引
用
す
る
。

張
鮎
は
、
光
和
長
慶
中
に
深
く
令
狐
文
公
(
楚
〉
に
知
ら
る
。
八
ム
、

み
ず
か

一
太
平
に
鎮
せ
し
日
、
自
ら
一
薦
表
を
草
し
、
一
駒
山
格
の
詩
一
一
一
百
篇
を
以
一

て
表
に
純
ひ
て
進
獄
せ
し
む
。
(
中
略
〉
川
制
、
京
師
に
去
り
、
方
に

胤
せ
ん
と
す
る
に
、
元
一
比
一
変
(
額
、
)
内
践
に
健
仰
す
。
上
、
腐
り
て

召
し
て
耐
の
辞
藻
の
上
下
を
関
ふ
。
積
対
へ
て
臼
く
「
張
一
舶
の
彫
虫

小
巧
は
、
壮
夫
恥
ぢ
て
為
さ
ざ
る
者
に
し
て
、
或
ひ
は
こ
れ
を
奨
激

す
れ
ば
、
恐
ら
く
は
陛
下
の
風
教
を
変
ぜ
ん
」
と
。
上
こ
れ
に
額

く
。
是
に
由
り
て
寂
認
と
し
て
帰
る
。

〈
注
五
)
一
万
棋
・
白
応
易
ら
の
詩
人
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
は
、
花
房
英
樹
氏

ヤ
日
貯
易
研
究
叩
〈
枇
界
思
想
社
、
…
九
七
二
の
第
二
章
「
内
股
易
文
学

銘
問
}
に
詳
し
い
。
ま
た
自
民
易
ら
が
こ
の
こ
ろ
芸
船
主
上
主
義
的
傾
向

を
強
め
て
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
修
次
氏
「
白
蔚
あ
'
劉
所
内
錫

( 76 ) 



一一ニ九

J

一一mm
九
一
丸
〉
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

〈
注
ム
ハ
〉
賀
島
ら
の
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
は
、
前
出
の
荒
井
健
氏
の
「
賀

あ
い
を
参
照
し
た
。

( 77 ) 


	0067
	0068
	0069
	0070
	0071
	0072
	0073
	0074
	0075
	0076
	0077
	0078

