
張
説
の
欽
州
流
語
詩
に
つ
い
て

は
じ
め
に

権
力
関
争
を
常
態
と
す
る
官
後
世
界
で
は
左
遷
・
流
請
は
不
可
避

的
な
不
幸
と
も
言
え
る
が
、
中
朝
に
お
け
f
G
宮
僚
生
活
か
ら
一
転
し

て
異
境
の
生
活
を
強
い
ら
れ
る
悲
嘆
は
、
想
像
を
絶
す
る
。
古
来
、

流
舗
の
境
遇
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
詩
人
た
ち
は
、
み
ず
か
ら
の
不
運

を
嘆
き
慰
め
、
異
域
の
風
物
を
好
惑
の
患
い
を
織
り
ま
ぜ
て
詩
歌
に

詠
じ
て
き
た
。
彼
ら
が
詠
じ
る
こ
の
境
地
は
、
本
来
き
わ
め
て
偶
人

的
な
事
情
に
立
脚
す
る
も
の
な
が
ら
、
官
僚
や
知
識
人
の
宿
命
的
な

不
運
に
連
な
る
も
の
と
し
て
、
広
汎
な
共
感
を
誘
い
う
る
。
磨
初
は

京
一
的
を
中
心
と
し
た
集
節
約
文
芸
が
全
議
を
緩
め
た
時
代
で
あ
る

が
、
異
域
に
お
け
る
思
い
を
う
た
う
流
議
詩
は
、
そ
の
築
館
文
芸
の

没
俄
性
的
な
詩
風
を
変
革
し
、
似
性
的
な
符
矯
を
誕
生
さ
せ
る
可
能

性
を
持
つ
。
そ
の
意
味
で
、
流
諮
詩
は
と
り
わ
け
初
騎
に
お
い
て
擬

り
下
、
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
分
野
の
…
っ
と
一
一
一
一
問
え
よ
う
。

一口一四

木

正九'oζ 

重

神
龍
一
冗
年
(
七

O
五
)
正
月
、
い
わ
ゆ
る
神
龍
の
政
変
に
よ
っ
て

武
則
天
が
退
位
し
、
中
宗
が
復
辞
し
た
産
後
、
張
易
之
・
畠
宗
兄
弟

へつら，

ら
に
諮
い
仕
え
た
罪
で
、
多
く
の
宰
患
が
左
遷
・
流
請
さ
れ
た
。
著

名
な
宮
廷
詩
人
で
嶺
南
に
流
さ
れ
た
者
に
は
、
王
無
競
(
広
州
)
・

宋
之
間
(
瀧
州
了
関
税
障
(
崖
州
)
・
杜
審
一
一
一
一
口
(
蜂
州
)
・
沈
住
期

(
膝
州
)
ら
が
い
る
。
彼
ら
の
う
ち
、
宋
之
問
と
沈
住
期
が
そ
れ
ぞ

れ
約
二
十
昔
、
社
審
一
一
一
一
向
が
ニ
首
の
嶺
南
詩
を
残
し
て
い
る
。
た
だ

し
、
宋
之
間
は
一
一
度
に
わ
た
っ
て
嶺
南
に
流
さ
れ
て
お
り
、
詩
の
数

は
そ
れ
を
合
算
し
た
も
の
で
あ
る
。
宋
之
問
問
@
沈
住
期
一
の
嶺
南
流
諮

詩
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
考
察
を
加
え
た
こ
と
が
あ
る
。

後
ち
が
嶺
南
に
流
さ
れ
る
前
の
長
安
一
一
一
年
(
七

O
一
一
一
)
の
秋
冬
の

交
、
三
十
七
歳
の
問
地
問
(
中
書
)
舎
人
(
正
五
品
上
)
張
説
(
六
六

七
i
七
三

O
)
は
、
武
則
夫
の
口
問
に
逆
ら
っ
た
か
ど
で
欽
州
(
広
盟

社
族
自
治
依
欽
州
問
問
)
に
配
流
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
中
宗
の
復
辞
に

よ
っ
て
赦
免
さ
れ
京
師
に
れ
る
ま
で
の
一
年
余
の
間
に
、
彼
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は
往
復
の
道
中
の
作
を
含
め
て
一
一
題
…
の
詩
を
残
し
て

い
る
。
こ
れ
ら
は
、
唐
代
嶺
高
詩
の
最
も
早
い
作
品
群
と
し
て
文
学

史
に
地
伎
を
占
め
る
の
み
な
ら
ず
、
以
後
も
し
ば
し
ば
左
遷
と
復
活

と
を
反
復
し
な
が
ち
関
元
の
宗
毘
・
詩
文
の
宿
老
と
な
り
、
初
唐
と

感
麿
を
つ
な
ぐ
詩
人
と
し
て
位
殻
づ
け
ら
れ
る
張
説
の
文
学
の
膝
胎

と
な
る
も
の
と
し
て
、
前
一
…
要
な
意
味
を
持
っ
と
考
え
る
。
本
稿
は
そ

の
欽
州
流
説
詩
群
の
内
容
と
意
義
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

張
説
が
欽
州
に
流
さ
れ
た
の
は
、
武
則
一
犬
の
寵
臣
張
易
之
・

兄
弟
と
対
立
し
た
た
め
で
あ
る
。
長
安
三
年
九
月
、
張
兄
弟
は
御
史

大
夫
兼
知
政
事
・
太
子
お
庶
子
貌
一
応
忠
を
失
脚
さ
せ
よ
う
と
た
く
ら

こ
う
せ
ん

み
、
貌
元
忠
が
可
礼
永
…
(
従
五
品
上
)
高
裁
と
謀
議
し
、
武
別
天
の

不
譲
に
乗
じ
て
太
子
(
の
ち
の
中
宗
)
を
擁
立
し
て
天
下
に
号
令
し

よ
う
と
し
て
い
る
と
認
告
し
て
、
張
説
に
側
面
か
ら
の
証
一
一
一
一
口
を
依
頼

し
た
。
武
郎
天
は
張
兄
弟
の
一
一
一
一
向
に
惑
い
、
貌
一
克
忠
を
諮
獄
に
下
し
て

尋
問
し
、
太
子
や
相
王
(
の
ち
の
容
宗
)
や
諸
宰
相
も
召
し
出
さ
れ

る
大
騒
動
と
な
っ
た
。
…
旦
は
偽
涯
を
引
き
受
け
た
張
説
で
あ
っ
た

が
、
彼
は
武
別
天
の
酪
前
に
立
ち
、
統
一
兄
忠
に
さ
よ
う
な
謀
議
は
な

か
っ
た
と
証
一
一
一
一
周
し
た
。
投
獄
さ
れ
て
苛
酷
な
取
り
調
べ
を
受
け
て

も
、
張
説
の
毅
黙
と
し
た
証
一
一
一
一
向
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
武
別
天
は
貌

っ
た
も
の
の
、
張
兄
弟
を
か
ば
い
、
貌
一
冗
忠
を
端

州
一
角
要
県
一
積
一
壌
綾
市
)
の
尉
に
、
長
説
を
さ
ら
に
遠
方
の
欽

州
に
流
し
た
り
こ
の
事
件
の
、
王
役
は
、
張
兄
弟
に
狙
い
を
つ
け
ら
れ

た
貌
元
忠
か
ら
、
一
度
は
偽
証
を
承
諾
し
て
お
き
な
が
ら
証
言
を
翻

し
た
張
説
へ
と
移
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
も
見
え
る
。
張
兄
弟
に
と

っ
て
は
、
張
説
こ
そ
が
裏
切
り
者
な
の
で
あ
っ
た
。

張
説
が
欽
州
に
到
着
し
た
の
は
歳
未
で
、
そ
の
途
中
、
船
で
外
海

に
乗
り
出
し
た
。
そ
の
か
み
孔
子
は
、
「
道
行
は
れ
ざ
れ
ば
、
存
に

乗
り
て
海
に
浮
か
ば
ん
い
(
宗
明
誌
記
「
公
冶
長
」
)
と
述
べ
た
が
、
張

説
は
そ
れ
に
借
り
て
、
「
入
梅
」
二
首
、
其
一
の
冒
頭
で
、

乗
梓
入
南
海
符
に
乗
り
て
南
海
に
入
れ
ば

む
な

海
磁
不
可
臨
海
は
験
し
く
し
て
臨
む
べ
か
ら
ず

と
詠
じ
て
い
る
。
彼
は
ま
さ
に
「
道
の
行
は
れ
ざ
る
」
が
ゆ
え

ι、
流
識
の
海
に
い
る
の
で
あ
る
。
彼
に
苦
難
の
道
行
き
を
強
い
た

も
の
は
向
か
。
「
入
海
」
其
二
で
は
次
の
よ
う
に
う
た
わ
れ
る
。

ー
海
上
一
一
一
神
山
海
上
の
一
ニ
神
山

選
遊
集
衆
他
選
議
し
て
衆
他
集
ま
る

3
霊
心
室
不
問
霊
心
山
一
旦
に
向
じ
か
ら
ざ
ら
ん
や

変
化
無
常
全
変
化
し
て
常
全
な
し

東
海
の
蓬
策
・
方
丈
・
議
洲
の
三
神
山
に
は
、
多
く
の
神
仙
が
の

び
や
か
に
住
ん
で
い
た
。
神
仙
の
心
は
常
に
不
変
な
の
だ
け
れ
ど
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も
、
神
山
を
と
り
ま
く
状
況
は
変
化
し
て
、
一
悩
…
常
不
変
で
は
な
か
っ

た
。
あ
る
と
き
神
山
は
龍
伯
の
凌
虐
の
た
め
に
破
壊
さ
れ
る

G

5

龍
伯
如
人
類
提
伯
は
人
類
の
如
く
し
て

り
ょ
、
?
J
Vフ

…
釣
両
議
連
一
釣
に
一
拘
禁
速
な
れ
り

7

金
台
此
論
没
金
ム
ロ
此
に
論
没
し

は

世

ん

玉
真
時
播
選
玉
真
時
に
矯
選
す

吋
列
子
い
「
湯
問
問
」
に
よ
る
と
、
激
海
に
岱
輿
・
口
県
橋
・
方
讃
・
瀦

洲
・
蓬
莱
の
五
神
山
が
あ
り
、
一
方
、
龍
伯
の
閣
に
は
百
人
が
い

て
、
数
歩
足
を
踏
み
出
す
だ
け
で
神
山
に
至
り
、
神
山
を
海
中
で
支

え
る
楚
(
お
お
が
め
)
を
一
釣
り
で
六
匹
も
釣
り
上
げ
、
持
ち
帰
っ

て
焼
い
て
食
べ
た
。
そ
の
た
め
に
岱
輿
・
員
幡
の
二
山
は
北
極
は
流

れ
て
沈
没
し
、
離
散
し
た
神
仙
は
何
億
人
に
も
の
ぼ
っ
た
と
い
う
。

張
説
は
こ
の
神
話
を
踏
ま
え
、
人
間
の
姿
を
し
た
龍
伯
の
凌
虐
の
た

め
に
神
山
の
黄
金
の
宮
殿
が
沈
没
し
、
一
主
真
(
神
仙
)
た
ち
が
散
り

散
り
に
な
っ
た
と
う
た
う
。
永
遠
で
あ
る
べ
き
神
山
に
暴
躍
を
加

え
、
神
仙
を
さ
え
流
浪
さ
せ
る
龍
伯
と
は
、
一
体
何
の
比
織
な
の

、.4
0

、J
，wd
'
'
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非 経か
ずた労

るし
て

に
向
ふ

間
開
中
に
生
じ
る
紅
草
と
は
、
低
湿
地
に
わ
が
も
の
顔
に
は
び
こ
る

龍
草
を
指
す
。
「
詩
経
」
「
鄭
風
・
山
有
扶
蘇
」
に
は
「
山
に
喬
松
有

り
、
擦
に
務
龍
有
り
」
と
あ
り
、
毛
伝
で
は
「
龍
、
紅
草
也
」
と
注

す
る
。
「
毛
詩
小
序
」
で
は
「
山
有
扶
蘇
、
利
忽
也
。
所
美
非
美
然
」

(
「
山
有
扶
蘇
」
は
、
忽
を
剰
る
な
り
。
美
と
す
る
所
は
美
に
非
ず
)
と

述
べ
ら
れ
る
が
、
こ
の
詩
は
鄭
の
紹
公
(
姫
忽
)
が
、
上
位
の
君
子

に
恵
沢
を
施
さ
ず
下
位
に
い
る
小
人
に
厚
く
禄
賜
し
た
と
い
う
、
毘

下
待
遇
の
倒
錯
を
風
刺
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
小
序
」
の
「
所
美
非

美
然
」
の
匂
を
そ
の
ま
ま
自
分
の
詩
に
取
り
込
む
張
説
に
は
、
張
易

之
・
沼
田
宗
兄
弟
を
偏
愛
し
外
威
武
氏
の
専
横
を
許
し
、
一
方
、
貌
一
冗

忠
や
自
分
の
よ
う
な
気
骨
あ
る
新
進
官
僚
を
排
斥
す
る
武
別
天
の
人

材
登
用
に
対
し
て
、
積
り
の
心
情
が
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
。
そ
う
な

る
と
、
平
和
な
神
山
に
侵
入
し
て
狼
籍
を
働
く
龍
伯
は
、
唐
王
朝
ゆ

か
り
の
人
々
を
次
々
に
諒
殺
し
潟
王
朝
を
開
い
た
武
別
天
に
比
定
さ

れ
、
そ
の
龍
伯
の
た
め
に
住
居
を
失
い
離
散
し
た
玉
真
た
ち
は
、
父

祖
の
建
て
た
簡
を
奪
わ
れ
患
を
ひ
そ
め
て
生
き
る
太
子
や
相
乏
な

ど
、
農
王
室
に
連
な
る
人
々
に
比
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
神
山
を
海
中

で
支
え
る
一
驚
を
ま
る
ご
と
釣
り
上
げ
て
し
ま
う
龍
伯
は
、
あ
た
か
も

唐
王
朝
を
根
こ
そ
ぎ
奪
取
し
た
武
別
天
の
姿
そ
の
も
の
で
あ
る
。
張

い
け
れ
ど
も
、
彼
は
こ
の
と
き
武
郎
天
政
権
の
存
在

と
確
信
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
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と
こ
ろ
で
、
自
己
の
流
箭
の
理
由
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か

を
宋
之
問
と
比
較
し
て
み
る
と
、
張
説
の
現
実
認
識
が
き
わ
め
て
明

断
で
特
異
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
張
兄
弟
に
諮
い
仕
え
た

そ
う
し
ゅ
う

山
木
之
問
問
は
、
神
穫
の
政
変
で
嶺
南
の
瀧
州
(
広
東
省
経
定
県
の
南
〉

参
箪
に
左
遷
さ
れ
た
が
、
そ
の
道
中
、
彼
は
こ
の
処
分
に
到
る
理
出

を
繰
り
返
し
述
べ
る
。
例
え
ば
「
単
発
大
庚
嶺
」
詩
で
は
、

お

も

っ

と

自
惟
筋
忠
孝
自
ら
惟
ふ
忠
孝
に
島
め
た
り
と

斯
界
健
所
得
斯
の
捺
得
し
所
に
惜
し

す
こ
ぶ

皐
明
頗
照
洗
車
…
明
頗
る
照
洗
せ
ら
れ
し
に

廷
議
日
紛
惑
延
議
日
に
紛
惑
せ
り

と
い
う
。
彼
が
「
自
分
で
は
忠
孝
に
努
め
た
と
悶
ゅ
う
。
な
ぜ
こ
の

よ
う
な
探
を
得
る
の
か
分
か
ら
な
い
。
帝
が
ひ
た
す
ら
救
済
さ
れ
よ

う
と
し
た
の
に
、
朝
廷
の
議
論
が
錯
乱
し
て
ど
う
に
も
な
ら
な
か
っ

た
の
だ
」
と
述
べ
て
、
自
己
の
嶺
南
左
遷
を
「
廷
議
」
の
せ
い
に
す

る
の
は
身
勝
宇
な
言
い
訳
に
過
ぎ
ま
い
。
た
だ
、
権
費
に
侍
り
賛
歌

を
捧
げ
る
こ
と
を
誉
れ
と
す
る
宮
廷
詩
人
宋
之
間
に
し
て
み
れ
ば
、

自
分
が
こ
れ
ま
で
関
政
の
大
事
に
参
画
し
た
こ
と
は
な
く
、
ま
し
て

神
瀧
の
政
変
に
関
与
し
た
の
で
も
な
い
の
だ
か
ら
、
山
領
海
に
ま
で
流

さ
れ
る
探
の
重
点
さ
を
自
覚
で
き
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ

に
対
し
て
、
張
説
は
明
ら
か
に
武
別
天
や
張
兄
弟
の
意
志
に
逆
ら
っ

て
嶺
南
限
流
の
処
分
を
下
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
「
美
と
す

る
所
は
奨
と
い
う
断
定
は
、
正
義
は
自
分
に
あ
る
と
い
う

確
か
な
信
念
に
も
と
づ
く
の
で
あ
る
が
、
一
方
、
そ
の
信
念
が
強
間

で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
武
制
約
天
や
張
兄
弟
が
支
配
す
る
中
耕
へ
の
復

帰
の
可
能
性
は
小
片
付
」
く
な
る
だ
ろ
う
。
で
は
、
武
別
天
政
権
が
遠
か

ら
ず
崩
壊
し
て
自
分
が
都
へ
召
還
さ
れ
る
と
い
う
予
測
が
、
こ
の
時

点
の
張
説
に
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
も
明
確
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
し

て
も
張
説
は
恐
怖
に
満
ち
た
南
海
を
渡
る
中
で
、
た
だ
流
舗
の
嘆
き

に
沈
吟
し
て
は
い
な
い
。
持
政
に
対
し
て
所
信
を
述
べ
、
中
朝
へ
の

復
帰
の
意
志
を
明
確
に
す
る
の
で
あ
る
。
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「
朱
使
欣
に
和
す
」
二
蓄
は
、
広
州
か
ら
酉
江
を
、
遡
る
途
上
、
向

行
の
朱
使
欣
の
作
に
和
し
た
も
の
。
其
一
は
次
の
よ
う
に
う
た
う
。

南
土
多
為
窓
南
土
冠
を
為
す
も
の
多
く

n

』
と
ご
と

西
江
尽
畏
途
西
江
は
尽
く
畏
途
な
り

山
一
行
随
筆
竹
山
行
ず
れ
ば
筆
竹
に
阻
ま
れ

か

く

ほ

さ

ま

た

水
宿
擬
装
諾
水
宿
す
れ
ば
荏
浦
に
擬
、
げ
ら
る

使
越
才
応
有
越
に
使
ひ
す
才
応
に
有
る
べ
し

征
蛮
力
山
一
旦
無
蛮
を
征
す
力
量
に
無
か
ら
ん
や

空
伝
人
贈
州
知
空
し
く
伝
ふ
人
の
鋭
を
贈
る
を

不
見
虎
街
珠
見
ず
や
虎
の
玉
を
衝
む
を



作
者
は
遂
盗
が
多
く
潜
む
濁
江
の
水
畿
の
道
を
、
深
い
竹
薮
や
葦

の
茂
る
水
辺
に
難
渋
し
な
が
ら
進
む
。
し
か
し
、
彼
は
流
識
の
旅
が

難
儀
だ
か
ら
と
て
、
悲
嘆
に
暮
れ
て
ば
か
り
は
い
な
い
。
張
説
が
い

か
な
る
官
職
を
帯
び
て
欽
州
に
赴
い
た
か
は
不
明
な
が
ら
、
「
南
越

に
使
い
」
し
て
「
蛮
族
を
征
一
一
己
す
る
の
は
朝
廷
か
ら
付
託
さ
れ
た

官
吏
の
職
務
な
の
で
あ
り
、
彼
は
そ
の
才
と
カ
を
持
ち
合
わ
せ
て
い

る
と
自
負
す
る
の
で
あ
る

Q

第
七
匂
の
「
贈
剣
」
(
婚
刀
)
は
、
そ

れ
を
侃
び
れ
ば
一
一
一
公
の
位
に
も
登
れ
る
と
い
う
名
刀
が
、
一
一
一
回
一
貌
の

日
震
か
ら
王
祥
へ
そ
し
て
王
覧
へ
と
伝
え
贈
ら
れ
た
と
い
う
故
事
か

ら
、
…
一
一
公
や
宰
相
と
な
る
象
徴
の
意
味
に
用
い
ち
れ
る
。
最
終
勾
の

「
総
珠
い
は
、
ふ
つ
う
報
患
の
意
に
用
い
ら
れ
、
鶴
・
蛇
・
魚
が
珠

を
街
ん
で
謝
恩
に
訪
れ
る
と
い
う
用
例
は
多
間
ん
さ
れ
る
も
の
の
、
虎

の
例
は
未
見
。
こ
の
二
句
で
張
説
は
つ
一
一
公
の
才
あ
り
と
し
て
人
が

剣
を
贈
っ
て
く
れ
た
の
は
、
今
の
わ
た
し
に
は
甲
斐
も
な
い
伝
説
に

過
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
虎
が
珠
を
口
に
街
ん
で
市
へ
の
報
患
の
時
を

待
っ
て
い
る
、
こ
の
姿
を
見
て
く
れ
た
ま
え
」
と
一
一
一
日
う
。
こ
の
詩
に

は
、
第
五
・
六
勾
に
示
さ
れ
た
昌
己
の
才
カ
へ
の
自
負
と
と
も
に
、

そ
れ
を
拠
り
ど
こ
ろ
に
し
て
中
朝
で
活
躍
し
た
い
と
い
う
意
志
が
明

瞭
に
表
れ
て
い
る
。
彼
は
「
ぃ
腹
巴
釈
に
て
張
御
史
・
張
判
官
の
到
ら

ん
と
欲
す
る
を
開
く
も
、
待
つ
を
得
、
す
、
留
め
て
之
に
贈
る
」

最
後
で
も
、

皇
窓
若
再
造
由
主
患
若
し
再
び
造
ら
ば

み

に

め

円

相

七

点

ね

ん

為
憶
不
然
灰
為
に
穏
へ
不
然
の
灰
を

と
詠
じ
、
「
帝
の
ご
患
が
も
し
再
び
行
な
わ
れ
る
と
き
に
は
、
こ

の
地
で
不
燃
の
灰
と
な
っ
て
い
る
わ
た
し
の
こ
と
を
思
い
起
こ
し
て

ほ
し
い
」
と
雨
入
に
懇
請
し
て
、
死
灰
を
再
び
燃
え
上
が
ら
せ
よ
う

と
す
る
み
申
す
か
ら
の
気
概
を
表
明
し
て
い
る
。
張
御
史
・
張
判
官
は

お
そ
ら
く
は
南
方
を
巡
察
す
る
使
者
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
詩

の
ほ
か
張
説
に
は
「
嶺
南
に
て
使
を
送
る
」
一
ニ
昔
、
「
南
中
に

τ北

使
を
送
る
」
一
一
誌
と
い
う
、
朝
廷
の
使
者
を
送
別
す
る
詩
が
残
っ
て

い
る
。
彼
は
南
北
を
交
往
す
る
使
者
に
対
し
て
送
別
の
詩
宴
を
張

り
、
異
域
に
お
け
る
患
い
を
さ
ま
ざ
ま
に
諮
り
か
け
て
い
た
の
で
あ

ヴ
令
。
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の

そ
の
中
で
、
「
高
中
に
て
北
使
を
送
る
」
英
二
は
、
時
局
に
対
す

る
張
説
の
所
一
居
間
の
発
露
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
五
一
一
一
一
口
ニ
ム
一

匂
か
ら
成
る
長
詩
で
、
後
半
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

日
間
有
期
丘
(
急
拐
兵
の
急
有
り
と
開
き

深
嬢
漢
日
出
品
一
一
段
深
く
漢
僚
の
品
一
一
祉
を
懐
く

日
和
親
先
楚
詐
和
親
先
づ
是
れ
詐
な
り

果
た
し
て
警
の
為
な
り

ま
さ

て
応
に
爵
を
分
か
つ
べ
し

こ
か
ね
が
は

て
幾
く
は
侯
に
復
せ
ん
こ
と
を

げ
釈
繋
応
分
爵

識
徒
幾
復
侯



山
口
線
頗
誠
未
老
策
関
ハ
誠
に
未
だ
老
い
ず

孫
叔
艮
無
謀
孫
叔
且
に
謀
無
か
ら
ん
と
す

も

い

幻
若
道
潟
唐
一
事
若
し
潟
腐
の
一
帯
を
道
は
ば

由
一
十
一
恕
尚
司
収
自
主
恩
尚
ほ
収
む
べ
し

第
十
三
句
の
「
胡
兵
の
急
」
と
は
、
突
阪
の
侵
攻
を
指
し
て
一
一
一
一
向

う
。
突
阪
は
麿
の
建
国
当
初
か
ら
辺
窓
を
繰
り
返
し
て
い
た
。
張
説

の
こ
の
詩
は
長
安
四
年
秋
に
欽
州
で
作
ら
れ
て
い
る
が
、
以
下
、
一
向

唐
撃
の
「
突
豚
伝
」
の
一
記
載
に
よ
り
、
武
則
天
時
代
に
お
け
る
突
一
倣

も
く
て
つ

の
黙
畷
可
汗
の
行
動
を
示
し
て
お
こ
う
。

こ
つ
と
く
ろ
く

一
大
授
年
間
(
ム
ハ
九
O
i六
九
一
)
骨
組
禄
可
汗
の
病
没
後
、
弟
の

黙
畷
…
町
、
汗
が
自
立
。

長
寿
ニ
年
(
六
九
三
)
管
制
州
を
侵
犯
。
に
わ
か
に
遺
使
来
朝
し
、

帰
愚
公
に
封
ぜ
ら
れ
る
。
笠
年
に
も
遺
使
し
て
和
を
請
い
、
遷

善
可
汗
を
加
授
さ
れ
た
。

万
歳
逮
天
元
年
(
ム
ハ
九
六
)
田
川
に
従
っ
て
契
丹
を
破
り
、
立
功

報
箆
可
汗
に
冊
立
さ
れ
る
。

聖
麻
胸
元
年
(
六
九
八
)
武
別
天
の
義
子
と
な
り
、
女
を
皇
室
に

嫁
が
せ
た
い
と
上
奏
。
加
え
て
、
朔
北
六
州
に
居
住
さ
せ
ら
れ

て
い
る
突
阪
の
出
降
戸
の
返
還
、
農
器
・
種
子
の
援
助
を
要

求
。
黙
畷
の
兵
勢
を
恐
れ
て
結
局
は
許
可
す
る
。
黙
綴
の
女
を

妃
に
迎
え
る
た
め
に
武
承
綿
一
の
子
の
武
延
秀
を
遣
わ
す
が
、
黙

畷
は
延
秀
が
盛
岡
{
軍
一
の
諸
王
で
は
な
い
と
怒
り
、
延
秀
を
国
え
て

反
乱
を
起
乙
し
、
静
難
・
平
秋
・
清
夷
等
の
軍
を
襲
撃
。

聖
一
踏
一
一
年
(
六
九
九
)
拓
西
可
汗
と
号
し
、
各
地
に
窓
害
。

久
視
元
年
(
七
O
O
)

際
右
の
牧
馬
万
余
匹
を
奪
う
。

宮
沢
安
一
一
一
年
(
七

O
一
…
…
)
女
を
皇
太
子
(
中
宗
)
の
子
に
妻
せ
た

い
と
上
奏
。
武
別
天
は
太
子
の
諸
子
に
感
服
し
て
使
者
を
沼
見

さ
せ
、
黙
畷
は
馬
千
匹
を
献
上
し
て
許
婚
を
謝
し
た
。
武
別
天

は
太
子
や
相
主
(
容
宗
)
お
よ
び
三
品
以
上
の
窃
集
使
に
命
じ

て
、
使
者
の
移
カ
倉
汗
を
接
待
さ
せ
た
。

神
龍
一
兄
年
の
中
宗
の
復
辞
後
、
黙
畷
は
再
び
霊
州
・
原
州
・
会
川

な
ど
を
侵
略
し
、
機
右
の
牧
馬
を
奪
う
。
中
宗
は
黙
畷
と
の
婚
姻
を

絶
ち
、
武
力
に
よ
る
対
抗
へ
と
方
針
を
変
え
る
が
、
そ
れ
は
張
説
が

こ
の
詩
を
作
っ
た
後
の
こ
と
で
あ
る
。

朝
廷
は
黙
畷
に
対
し
て
懐
柔
と
討
伐
と
を
繰
り
返
し
た
が
、
そ
の

及
び
践
の
態
度
を
黙
畷
に
見
抜
か
れ
て
い
た
た
め
に
、
い
た
ず
ら
に

翻
弄
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
張
説
は
和
親
と
侵
犯
を
繰
り
返
す
突

践
に
つ
い
て
、
第
十
五
・
十
六
匂
で
「
和
殺
は
侵
攻
に
先
だ
っ
偽
り

で
、
器
内
を
説
い
て
降
伏
を
申
し
出
る
の
は
結
果
と
し
て
報
復
を
ね

ら
い
と
す
る
も
の
な
の
だ
」
と
断
じ
て
い
る
。
「
突
一
倣
伝
」
に
録
さ

れ
た
黙
畷
の
行
動
を
見
る
だ
け
で
も
そ
れ
は
当
を
得
て
い
る
口

で
は
、
突
一
故
に
対
処
す
る
方
途
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
。
そ
れ
が
述
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べ
ら
れ
る
第
十
七
・
十
八
勾
に
つ
い
て
は
、
や
「
徒
」
と
い

う
刑
に
服
し
て
い
る
人
物
が
誰
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
か
は
明
確
で

は
な
い
け
れ
ど
も
、
一
向
勾
が
万
一
文
の
構
造
を
持
ち
、
「
繋
」
は
牢
獄

に
拘
髄
す
る
、
「
徒
」
は
拘
束
し
て
強
制
労
働
を
さ
せ
る
、
「
爵
」
は

爵
位
、
「
侯
」
は
高
位
高
官
の
意
味
だ
か
ら
、
結
局
、
こ
の
前
句
は

「
徒
一
繋
(
関
犯
)
を
釈
さ
放
っ
て
官
位
を
分
け
与
え
る
べ
き
だ
」
と

い
う
意
味
に
読
め
る
。
朝
廷
の
意
に
背
い
た
か
ど
で
不
当
に
も
退
け

ら
れ
た
人
材
を
、
再
び
登
用
し
て
留
難
の
克
服
の
た
め
に
才
能
を
発

揮
さ
せ
よ
と
、
主
張
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
そ

の
中
に
は
作
者
張
説
も
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。

第
十
九
・
二
十
句
の
「
燦
頗
・
孫
叔
」
は
、
作
者
自
身
の
投
影
で

あ
る
。
線
頗
は
戦
随
時
代
の
越
の
勇
将
。
孫
叔
教
は
春
秋
時
代
の
楚

の
賢
人
で
、
荘
王
の
令
予
と
し
て
法
典
を
整
備
し
、
愚
政
を
安
定
さ

せ
た
。
張
説
が
自
分
を
い
ま
だ
老
い
ざ
る
燦
頗
に
な
ぞ
ら
え
る
の
は

理
解
で
き
る
と
し
て
も
、
第
二
十
匂
の
「
孫
叔
に
謀
が
な
い
」
と

は
、
ど
う
い
う
意
味
な
の
だ
ろ
う
か

D

…
に
次
の
よ
う
な
諮
が
あ
る
。
楚
箪
が
普

対
陣
し
た
お
り
、
楚
支
の
寵
臣
の
伍
参
が
開
戦
を
主
張
し
た

が
、
令
芦
の
孫
叔
放
は
、
楚
は
近
年
い
く
さ
続
き
だ
か
ら
万
一
敗
北

し
た
ら
大
変
だ
と
戦
端
を
開
く
こ
と
に
反
対
し
た
。
伍
参
は
、
「
も

し
戦
い
に
勝
っ
た
ら
、
孫
叔
に
は
戦
略
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
ぞ
(
孫
叔
為
無
謀
奈
ご
と
減
ら
ず
口
を
た
た
き
、
開
戦
に
向

け
て
突
き
進
ん
だ
と
い
う
。
張
説
の
詩
句
は
伍
参
の
軽
薄
の
平
一
一
回
を
そ

の
ま
ま
用
い
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
「
孫
叔
無
謀
」
と
は
、
実
は

「
孫
叔
有
謀
」
と
=
一
一
向
う
に
等
し
い
。
張
説
は
、
「
史
一
記
』
「
循
吏
」
に

立
伝
さ
れ
、
つ
ニ
た
び
相
を
得
て
喜
ば
、
ず
、
一
ニ
た
び
拐
を
去
り
て
悔

い
ず
」
と
称
え
ら
れ
る
孫
叔
数
を
、
自
己
の
人
生
の
指
標
と
し
て
設

定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

最
終
二
匂
は
「
も
し
潟
窟
の
こ
と
を
帝
に
奏
上
し
て
い
た
だ
け
ま

す
れ
ば
、
帝
は
恵
沢
を
賜
わ
っ
て
-
嘉
納
し
て
く
だ
さ
る
で
し
ょ
う
」

と
北
使
に
要
請
し
て
結
ば
れ
る
。
認
臨
時
は
漢
の
文
帝
の
時
代
に
車
騎

都
尉
と
な
っ
た
人
。
匂
奴
の
侵
攻
を
憂
え
る
文
帝
が
廉
頗
・
李
牧
の

よ
う
な
勇
将
を
求
め
た
と
き
、
潟
庸
は
、
漢
の
法
は
霊
く
賞
の
軽
い

乙
と
が
将
士
の
気
力
を
萎
え
さ
せ
る
原
因
だ
と
述
べ
、
雲
中
太
守
の

貌
尚
が
匂
奴
に
対
し
て
功
績
を
挙
げ
て
い
る
の
に
、
さ
さ
い
な
罪
に

よ
っ
て
爵
位
を
溺
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
文
帝
は
そ
の
意
見
を

容
れ
、
貌
以
問
を
一
中
一
一
問
中
太
守
に
復
し
た
と
吋
満
開
設
と
「
掲
唐
伝
」
に
あ

る
。
碍
騒
が
文
帯
に
求
め
た
適
正
な
人
材
料
笠
用
こ
そ
、
張
説
が
い
ま

朝
廷
に
要
請
す
る
内
容
な
の
で
あ
り
、
ぞ
れ
は
第
十
七
・
十
八
匂
に

詠
じ
ら
れ
た
、
四
犯
を
赦
し
て
適
材
適
所
に
配
議
す
る
べ
き
だ
と
い

う
主
張
と
も
重
な
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
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は
対
突
欽
従
軍
の
経
験
が
あ
る
。
長
安



(七

O
ニ
)
五
月
、
井
州
道
行
箪
大
総
一
管
貌
元
忠
の
判
官
と
し
て
、

突
版
・
壮
蕃
を
討
つ
た
め
に
太
原
の
北
方
へ
赴
い
た
の
で
あ
る
。
貌

一
見
忠
は
か
つ
て
高
宗
の
儀
鼠
年
間
(
六
七
六
!
六
七
八
)
に
、
性
警

の
辺
冠
を
憂
え
、
英
文
の
封
一
撃
を
上
っ
て
将
軍
の
任
命
・
用
兵
の
要

諦
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
た
。
そ
の
中
に
、
次
の
一
節
が
あ
る
。

苦
漢
の
文
帝
は
貌
尚
の
賢
を
知
り
て
之
を
悶
し
、
李
広
の
才

を
知
り
て
用
ゐ
ず
、
乃
ち
其
の
生
ま
れ
て
時
に
逢
は
ざ
る
を
歎

く
。
夫
れ
広
の
才
は
天
下
無
双
な
り
。
時
に
方
に
裁
ご
と
に
勾
奴

を
事
と
し
て
、
一
利
に
任
ぜ
ず
Q

故
に
近
く
に
尚
・
広
の
資
を
知
ら

ず
し
て
、
遠
く
に
廉
頗
・
李
牧
を
想
ふ
。
高
麿
是
を
以
て
其
の
有

り
て
mm
ゐ
る
能
は
ざ
る
を
知
る
な
り
。
(
刊
新
語
帯
一
…
と
「
畿
一
見
忠
伝
」
)

利
純
一
兆
忠
は
こ
の
封
一
事
を
高
菜
に
上
っ
て
嘉
納
さ
れ
、
秘
書
正
字
に

登
用
さ
れ
た
。
漢
の
文
帝
が
勾
奴
の
侵
略
に
苦
し
み
な
が
ら
、
身
近

に
い
る
貌
尚
・
李
広
の
才
を
見
抜
く
こ
と
が
で
き
ず
、
潟
癒
に
諌
め

ら
れ
た
故
事
を
述
べ
る
こ
の
段
の
内
容
は
、
張
説
が
「
南
中
送
北

使
」
英
二
で
詠
じ
た
こ
と
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
。
張
説
が
先
年
貌

一
苅
忠
と
と
も
に
態
一
外
に
赴
い
た
こ
と
、
そ
の
後
貌
元
忠
を
張
兄
弟
の

構
陥
か
ら
救
い
、
現
在
は
嶺
高
流

z

誌
の
境
遇
を
共
有
し
て
い
る
と
い

う
状
、
況
か
ら
す
る
と
、
張
説
は
貌
元
忠
そ
し
て
自
分
自
身
の
中
朝
復

帰
へ
の
思
い
を
、
北
使
に
対
し
て
表
明
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

彼
の
願
い
は
、
明
け
て
神
捷
元
年
五
月
の
武
制
約
天
の
退
位
と
中
宗

の
復
辞
に
よ
っ
て
実
現
す
る
。
「
赦
さ
れ
て
帰
ら
ん
と
し
て
道
中
に

在
り
て
の
作
」
で
は
、
国
家
が
正
常
な
形
に
復
し
て
自
分
が
幸
い
に

も
帰
朝
で
き
る
歓
び
を
う
た
い
、
詩
の
締
め
く
く
り
で
、

設
能
定
礼
楽
誰
か
能
く
礼
楽
を
定
め

為
顕
著
功
成
国
の
為
に
功
の
成
る
を
著
は
さ
ん

と
一
一
一
一
向
う
。
自
分
こ
そ
が
爵
家
の
ま
つ
り
ご
と
に
参
磁
し
、
そ
の
成

功
を
著
録
で
き
る
の
だ
と
は
、
彼
の
強
い
自
負
心
と
使
命
感
の
表
れ

で
あ
り
、
こ
れ
が
こ
そ
張
説
の
本
領
な
の
で
あ
る
。

張
説
の
嶺
南
詩
で
特
に
見
落
と
せ
な
い
の
は
、
広
く
人
に
対
し
て

示
さ
れ
る
構
愛
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
肉
親
へ
の
思
慕
や
旧
知
に
対
す

る
友
情
の
み
な
ら
ず
、
現
地
の
人
と
の
心
の
交
流
な
ど
、
多
様
で
あ

?。。
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ま
ず
、
肉
親
へ
の
慕
情
を
見
ょ
う
。
こ
の
テ
ー
マ
は
、
宮
廷
詩
や

集
出
的
文
芸
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
皆
無
と
言
っ
て
よ

く
、
旅
の
空
で
故
郷
や
家
人
を
し
の
ぶ
詩
に
は
し
ば
し
ば
現
れ
る
も

の
の
、
生
命
の
危
験
を
と
も
な
う
軍
旅
や
、
い
つ
赦
免
さ
れ
る
か
分

か
ら
な
い
流
識
の
境
遇
で
は
、
特
に
重
い
主
題
と
な
り
得
る
。
「
嶺

南
に
て
使
を
送
る
」
其
二
は
次
の
通
り
。

万
里
投
荒
喬
万
里
荒
請
に
投
ぜ
ら
れ



来
時
不
見
親
来
た
る
時
に
親
を
見
、
ず

一
朝
成
白
首
一
朝
に
し
て
自
首
と
成
る

一
一
一
個
取
報
家
人
看
取
し
て
家
人
に
報
ぜ
よ

欽
州
へ
の
流
識
が
決
ま
る
や
、
張
説
は
家
入
と
別
れ
を
惜
し
む
暇

も
与
え
ら
れ
ず
に
出
発
を
命
じ
ら
れ
た
。
帰
京
す
る
使
者
に
向
か
っ

て
、
彼
は
心
労
の
あ
ま
り
白

J

髪
頭
と
な
っ
た
今
の
姿
を
自
に
焼
き
付

け
て
家
人
に
知
ら
せ
て
ほ
し
い
と
願
う
の
で
あ
る
。
「
南
中
に
て
蒋

五
本
の
脊
州
に
向
ふ
に
別
る
」
で
は
次
の
よ
う
に
う
た
わ
れ
る
。

老
親
依
北
海
老
親
北
海
に
依
り

綾
子
棄
南
荒
綾
子
南
荒
に
棄
て
ら
る

有
一
探
皆
成
血
涙
の
皆
血
と
成
る
有
り

無
声
不
断
腸
声
と
し
て
腸
を
断
た
ざ
る
な
し

此
中
逢
故
友
此
の
中
に
故
友
に
逢
ひ

彼
地
送
還
郷
彼
の
地
に
郷
に
還
る
を
送
る

願
作
楓
林
葉
糠
は
く
は
椀
林
の
葉
と
作
り

絡
君
度
格
陽
活
に
随
ひ
て
洛
陽
に
度
ら
ん

前
半
間
勾
は
、
老
親
と
遠
く
儲
た
っ
て
南
の
果
て
に
棄
て
ら
れ
た

身
の
深
い
悲
し
み
の
表
現
で
あ
る
。
加
え
て
故
友
の
蒋
ヰ
が
故
郷
の

青
州
(
山
東
省
臨
泌
熊
)
に
帰
る
も
の
だ
か
ら
、
彼
の
望
郷
の
患
い

つ

も
い
よ
い
よ
綴
き
立
て
ら
れ
、
織
の
葉
に
な
っ
て
君
に
騒
い
て
格
競

に
帰
り
た
い
と
結
ぶ
。
楓
は
、
五
嶺
の
関
に
多
生
す
る
木
。
こ
の
よ

う
な
野
情
は
、
流
講
詩
な
れ
ば
こ
そ
可
能
と
な
る
。

次
に
、
高
裁
に
対
す
る
一
ニ
首
を
見
ょ
う
。
彼
は
可
礼
(
太
常
寺
)

の
丞
で
あ
っ
た
と
き
張
兄
弟
に
構
絡
さ
れ
、
貌
元
忠
と
と
も
に
謀
反

を
図
っ
た
と
認
告
さ
れ
た
が
、
張
説
の
一
証
言
に
よ
っ
て
救
わ
れ
、
嶺

南
(
場
所
は
不
明
)
に
流
さ
れ
た
。
端
州
ま
で
彼
と
張
説
は
同
じ
道

筋
を
た
ど
り
、
時
に
旅
程
が
重
な
り
合
っ
た
。
「
端
…
州
に
て
高
裁
に

別
る
」
は
、
端
州
に
お
け
る
張
説
の
離
別
の
作
で
あ
る
。

さ

ざ

ん

と

も

異
壌
問
中
鞠
箆
異
壌
中
鴇
援
を
同
に
し

途
中
喜
共
過
途
中
共
に
過
ぎ
し
を
喜
ぶ

愁
多
時
挙
潜
愁
ひ
多
く
し
て
時
に
酒
を
挙
、
げ

ろ
ゆ
っ
ひ

労
罷
或
長
歌
労
寵
し
て
或
ひ
は
長
く
歌
へ
り

南
海
風
潮
社
南
海
は
風
潮
社
ん
な
ら
ん

部
江
態
様
多
濁
江
は
痩
構
多
か
ら
ん

於
駕
復
分
子
鷲
に
於
て
復
た
手
を
分
か
つ

此
別
傷
如
何
此
の
別
れ
傷
み
は
如
何

「
異
壌
」
は
、
異
国
。
「
議
窺
」
は
、
遠
方
の
地
へ
の
流
請
。
彼
ら

は
端
州
ま
で
の
道
中
、
し
ば
し
ば
杯
を
交
わ
し
て
愁
い
の
心
を
酒
に

託
し
、
と
も
に
歌
を
う
た
っ
て
は
疲
れ
た
身
を
い
た
わ
っ
た
。
彼
ら

が
こ
れ
か
ら
身
を
霞
く
嶺
南
は
、
南
海
に
は
風
波
が
逆
巻
き
、
西
江

に
は
燈
撲
の
気
が
濃
躍
に
立
ち
こ
め
る
恐
怖
の
地
で
あ
る
。
張
説
は

こ
こ
ま
で
旅
を
と
も
に
し
た
高
齢
に
感
謝
し
、
か
っ
、
行
く
手
に
立
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ち
は
だ
か
る
恕
難
を
予
測
し
、
こ
の
別
れ
の
悲
し
み
を
、
今
生
の
い

と
ま
乞
い
に
も
似
た
思
い
で
、
高
散
に
諮
り
か
け
る
の
で
あ
る
。

「
街
中
に
て
高
六
裁
に
贈
る
」
は
、
翌
年
の
春
に
、
欽
州
に
い
る

張
説
か
ら
高
散
に
贈
ら
れ
た
。
高
散
の
排
行
は
六
で
あ
る
。

北
極
辞
明
代
北
極
明
代
を
辞
し

十
例
漢
宅
放
臣
甫
漢
に
放
隠
宅
る

ト
小

丹
誠
出
義
尽
丹
誠
は
義
に
由
り
て
尽
く
せ
り

出
髪
帯
愁
新
白
髪
は
愁
ひ
を
帯
び
て
新
た
な
り

鳥
墜
炎
洲
気
鳥
は
鐙
つ
炎
洲
の
気

花
飛
治
水
春
花
は
飛
ぶ
洛
水
の
春

平
生
歌
舞
詫
平
生
の
歌
舞
の
席

お
も

誰
憶
不
帰
人
設
か
憶
は
ん
帰
ら
ざ
る
人
を

彼
ら
は
帝
京
の
泰
平
の
御
世
を
去
り
、
南
海
に
身
を
置
く
放
逐
の

回
で
あ
る
。
張
易
之
兄
弟
に
よ
っ
て
仕
組
ま
れ
、
あ
わ
や
皇
太
子
や

弟
の
相
王
ま
で
も
危
地
に
陥
れ
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
貌
元
忠
弾
劾
事
件

は
、
彼
ら
な
り
の
奮
闘
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
嶺
南
流
諮
に
よ
っ
て

終
止
符
を
打
っ
た
。
第
一
ニ
・
四
匂
の
「
至
誠
の
心
は
正
義
の
た
め
に

燃
焼
し
尽
く
し
た
。
愁
い
を
帯
び
た
髪
は
ま
す
ま
す
白
さ
を
増
し
て

ゆ
く
」
に
は
、
彼
ら
が
唐
の
宗
室
を
守
る
正
義
の
戦
士
だ
っ
た
と
い

う
誇
り
と
、
そ
の
代
僚
が
嶺
南
流
識
だ
っ
た
と
い
う
嘆
き
と
が
屈
折

し
て
込
め
ら
れ
て
い
る
。

詩
の
後
半
で
は
「
嶺
南
は
空
飛
ぶ
鳥
が
墜
ち
る
ほ
ど
の
熱
さ
な
の

に
、
溶
陽
は
今
が
花
の
舞
い
散
る
行
楽
の
時
、
一
恒
例
の
花
見
の
宴
席

で
、
洛
陽
に
帰
れ
な
い
人
を
誰
が
憶
え
て
い
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
」

と
う
た
わ
れ
る
。
彼
ら
の
不
在
と
は
か
か
わ
り
な
く
繰
り
広
げ
ら
れ

る
格
競
の
春
の
行
楽
は
、
思
え
ば
思
う
ほ
ど
空
し
さ
が
こ
み
あ
げ
て

く
る
。
こ
れ
も
彼
ら
に
の
み
共
通
す
る
心
情
で
あ
る
。

辺
地
り
て
端
州
釈
に
一
怠
る
、
前
に
高
六
と
別
れ
し
処
な
り
」
は
、

神
龍
元
年
に
赦
免
を
得
て
帰
京
す
る
途
次
、
高
裁
と
か
つ
て
別
れ
た

思
い
出
の
場
所
に
立
っ
て
詠
じ
た
作
品
で
あ
る
。
高
散
は
、
す
で
に

配
所
で
没
し
て
い
た
。

旧
館
分
江
口
出
館
あ
り
分
江
の
口

棲
然
望
落
障
棲
然
と
し
て
落
嘩
を
望
む

棺
逢
伝
旅
食
相
逢
ひ
て
は
旅
食
を
伝
へ

磁
別
換
征
衣
別
れ
に
臨
ん
で
征
衣
を
換
へ
た
り

お

ぼ

か

菅
記
山
山
田
疋
昔
は
記
ゆ
山
と
川
の
是
く
の
ご
と
き
を

い

た

し

か

右

今
傷
人
代
非
今
は
傷
む
人
の
代
の
非
ざ
る
を

往
来
皆
此
路
往
来
す
る
は
皆
比
の
路
な
る
に

生
死
不
開
婦
生
け
る
と
死
せ
る
と
掲
に
は
帰
ら
ず

「
沼
館
」
は
、
か
つ
て
の
旅
館
。
一
年
余
り
前
、
張
説
と
高
裁
は
、

川
筋
が
分
か
れ
る
こ
の
水
辺
の
旅
館
で
別
れ
た
。
張
説
は
今
そ
こ
に

来
て
、
沈
み
ゆ
く
タ
ヨ
を
絢
の
張
り
裂
け
る
思
い
で
見
つ
め
る
。
限
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前
に
あ
り
あ
り
と
蘇
る
の
は
、
と
も
に
過
ご
し
た
旅
の
一
記
憶
。
食
事

を
と
も
に
し
た
時
に
は
旅
の
料
理
を
互
い
に
間
出
し
合
っ
て
食
べ
、
最

後
の
別
れ
に
臨
ん
で
は
旅
の
装
束
を
形
見
が
わ
り
に
交
換
し
た
む
嶺

璃
へ
の
流
読
と
い
う
希
有
の
体
験
が
、
尋
常
で
な
い
行
動
を
取
ら
せ

た
の
で
あ
る
の
し
か
し
、
も
は
や
そ
の
友
は
い
な
い
。
「
端
州
の
山

や
川
は
あ
の
自
の
記
憶
の
ま
ま
な
の
に
、
人
の
世
は
そ
う
で
な
い
の

が
悲
し
い
。
行
っ
て
還
る
の
は
向
じ
こ
の
道
な
の
に
、
自
分
は
生
き

長
ら
え
高
裁
は
死
ん
で
、
と
も
に
帰
京
で
き
な
い
と
は
」
と
嘆
く
張

説
は
、
人
の
世
の
無
常
そ
し
て
無
情
に
、
働
突
す
る
の
で
あ
る
。

高
識
に
対
す
る
張
説
の
三
首
の
作
品
は
、
抗
争
や
流
競
と
い
う
宮

僚
社
会
の
宿
命
と
も
言
え
る
事
象
や
、
異
域
の
苦
難
の
中
で
支
え
合

う
強
間
な
友
情
を
檎
く
だ
け
で
な
く
、
同
じ
道
を
歩
い
て
い
て
も
生

死
が
分
か
れ
る
人
間
の
運
命
の
不
条
理
性
さ
え
暗
示
す
る
。
そ
の
い

ず
れ
も
が
、
初
勝
詩
に
お
い
て
は
普
通
的
な
題
材
で
は
な
い
。
張
説

の
特
異
な
体
験
が
、
新
し
い
ほ
打
情
を
間
開
花
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

張
説
は
ま
た
、
朱
使
欣
な
る
人
物
と
嶺
商
で
詩
の
略
醗
を
し
て
い

る
。
さ
き
に
引
い
た
「
朱
使
欣
に
和
す
」
英
一
は
、
と
も
に
西
江
を

遡
る
船
旅
の
途
上
で
、
議
地
の
民
を
安
寧
な
ら
し
め
ん
と
す
る
自
負

と
中
朝
へ
の
復
帰
の
意
志
を
、
朱
使
放
に
対
し
て
表
明
し
て
い
た
。

は
次
の
よ
う
に
う
た
わ
れ
る
。

江
勢

山
に
連
な
り
て
遠
し

天
涯
此
夜
愁
天
涯
止
の
夜
愁
ふ

霜
空
極
天
静
霧
空
法
天
を
極
め
て
静
か
に

寒
向
付
帯
江
流
索
、
月
は
江
を
帯
び
て
流
る

由
。
起
南
征
棒
思
ひ
は
起
こ
る
南
征
の
梓

文
高
北
望
楼
文
は
高
し
北
望
の
楼

自
憐
如
墜
葉
自
ら
憐
れ
む
勝
一
葉
のと

も

泥
一
花
信
他
舟
泥
々
と
し
て
他
舟
に
侶
な
ふ
が
如
き
を

こ
の
詩
に
描
か
れ
る
の
は
、
奇
蜂
が
そ
そ
り
立
ち
江
水
が
回
っ
て

流
れ
る
嶺
南
特
有
の
カ
ル
ス
ト
の
絶
景
で
あ
る
。
第
一
ニ
・
四
勾
は
、

空
の
限
り
に
満
ち
わ
た
る
霜
の
気
配
と
静
寂
、
豊
か
に
流
れ
る
江
水

に
光
を
映
す
冬
の
丹
の
組
問
景
。
第
四
匂
は
、
と
り
わ
け
杜
甫
「
旅
夜

器
官
接
」
詩
の
「
月
湧
大
江
流
」
を
想
起
さ
せ
る
。
第
五
・
六
勾
で

は
、
旅
愁
は
南
下
す
る
舟
の
樟
と
と
も
に
つ
の
り
、
詩
情
は
北
方
の

都
を
望
む
宿
楼
の
夜
に
い
よ
い
よ
高
揚
す
る
と
一
一
一
向
う
。
最
終
二
勾
に

表
れ
て
い
る
作
者
の
「
文
関
心
」
(
詩
組
問
)
の
行
き
着
く
と
こ
ろ
は
、

悲
し
く
も
「
仙
舟
」
の
道
連
れ
と
し
て
ゆ
ら
ゆ
ら
と
流
れ
る
落
ち
葉

の
自
覚
で
あ
る
。
後
漢
の
李
磨
と
郭
林
宗
が
と
も
に
乗
っ
た
船
は
神

的
の
船
と
称
せ
ら
れ
、
こ
の
の
ち
「
他
舟
」
は
、
知
己
の
交
遊
、
あ

る
い
段
、
名
流
の
士
の
お
伴
を
す
る
意
に
用
い
ら
れ
る
。
張
説
は
こ

の
詩
で
朱
使
欣
を
他
舟
の
ま
に
、
自
分
を
落
ち
葉
に
な
ぞ
ら
え
、
両

者
の
縞
絶
し
た
境
遇
を
訴
え
る
の
で
あ
る
。
朱
使
欣
が
い
か
な
る
人

(52 ) 



物
か
は
不
明
な
が
ら
、
お
そ
ら
く
は
張
説
の
旧
知
で
、
朝
廷
の
任
務

を
帯
び
て
南
に
下
る
旅
に
あ
っ
た
と
忠
わ
れ
る
。
第
六
匂
の
「
文
は

高
し
北
望
の
楼
」
と
い
う
誇
ら
し
げ
な
表
現
か
ら
す
る
と
、
朱
使
欣

は
張
説
の
詩
の
友
で
も
あ
り
、
彼
ら
は
詩
人
と
し
て
意
気
投
合
す
る

関
係
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
張
説
は
流
識
の
道
に
朱
使
欣
と

い
う
詩
友
を
得
て
、
嶺
南
の
絶
景
と
そ
の
中
を
旅
す
る
旅
愁
を
う
た

う
。
そ
こ
に
は
詩
人
向
土
の
深
い
敬
愛
の
情
が
あ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
張
説
は
、
流
錦
地
の
欽
州
で
、
地
元
の
人
を
含
む
多
く
の

人
々
と
の
心
の
交
流
を
詩
に
描
く
。
そ
の
一
つ
「
江
中
に
黄
鎮
子
・

劉
陸
に
遇
ふ
」
は
次
の
よ
う
に
う
た
わ
れ
る
。

危
石
江
中
起
危
石
江
中
に
起
こ
り

孤
雲
嶺
上
選
孤
繋
嶺
ょ
に
選
る

相
逢
皆
得
意
相
逢
ひ
て
皆
意
を
得
た
り

い
づ
れ
、
と
こ
ろ

何
処
是
郷
関
何
の
処
か
是
れ
郷
関

奇
蜂
が
江
水
の
中
央
に
そ
そ
り
立
ち
、
そ
の
蜂
に
ち
ぎ
れ
雲
が
帰

っ
て
行
く
。
異
郷
に
身
を
霞
く
者
に
と
っ
て
は
、
ひ
と
き
わ
望
郷
の

念
が
か
き
た
て
ち
れ
る
光
景
で
あ
る
。
絵
に
も
似
た
嶺
南
の
絶
景
の

中
で
親
し
い
者
た
ち
が
出
会
い
、
あ
た
か
も
家
族
に
逢
っ
た
よ
う
な

和
や
か
な
喜
び
に
満
た
さ
れ
る
。
「
こ
こ
が
故
郷
で
な
く
て
い
ず
こ

が
故
郷
ぞ
」
と
い
う
結
句
に
は
、
嶺
南
の
山
水
と
人
情
に
包
ま
れ
る

心
の
安
ら
ぎ
が
あ
る
。
の
ち
に
岳
州
に
再
び
左
遷
さ
れ
、
江
南
の
山

水
の
中
で
新
た
な
展
開
を
見
せ
る
張
説
の
文
学
は
、
す
で
に
こ
の
地

に
お
い
て
穿
生
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
平
問
中
に
て
王
綾
・

成
山
中
京
に
別
る
」
は
、
赦
免
を
得
て
欽
州
を
去
る
に
あ
た
っ
て
、
世
話

に
な
っ
た
人
々
に
感
諾
す
る
留
別
詩
で
あ
る
。

握
手
与
君
一
別
手
を
援
り
て
君
と
別
る

岐
路
贈
一
一
一
一
一
向
絞
路
一
一
一
一
一
回
を
贈
ら
ん

そ
う
け
い

曹
締
礼
公
子
曹
卿
は
公
子
に
礼
し

そ

う

ん

お

く

楚
鑑
鍛
王
孫
楚
嬢
は
王
孫
に
鍍
る

し

ゅ

く

，

じ

り

〈

か

く

候
爾
生
六
翻
侠
額
と
し
て
六
識
を
生
じ

翻
飛
一
炭
九
門
翻
飛
し
て
九
門
に
一
戻
る

常
懐
客
車
m
意
常
に
客
鳥
の
意
を
懐
き

会
答
、
五
人
窓
会
ず
主
人
の
恩
に
答
へ
ん

ち

ょ

う

じ

き

ふ

さ

春
秋
時
代
、
晋
の
公
子
震
耳
は
曹
の
大
夫
の
麓
負
議
に
手
厚
い

待
遇
を
受
け
、
漢
の
韓
告
は
准
桧
の
漂
母
に
食
事
を
送
ら
れ
た
。
張

説
は
こ
の
故
事
を
引
い
て
、
王
援
や
成
崇
に
心
か
ら
の
謝
辞
を
述
べ

る
。
そ
し
て
、
に
わ
か
に
翼
が
生
え
て
都
へ
飛
び
還
る
告
分
は
、
旅

の
鳥
を
匿
っ
て
く
れ
た
主
人
の
窓
に
必
ず
報
い
た
い
と
結
ぶ
。
彼
は

入
閣
の
情
愛
に
強
い
信
頼
を
寄
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

張
説
の
欽
州
流
議
詩
群
に
は
、
経
世
を
旨
と
す
る
官
僚
と
し
て
の



自
覚
と
、
人
の
情
愛
に
寄
せ
る
強
い
信
頼
が
込
め
ら
れ
て
い
た

D

張

説
が
体
験
し
た
初
め
て
の
流
識
は
、
の
ち
に
官
僚
と
詩
人
と
の
荷
側

面
に
わ
た
っ
て
大
成
す
る
彼
の
方
向
を
決
定
づ
け
た
と
言
っ
て
よ

い
。
彼
の
中
朝
へ
の
復
帰
の
熱
意
は
き
わ
め
て
強
い
。
そ
れ
は
劣
悪

な
風
土
へ
の
嫌
悪
か
ら
生
じ
る
逃
避
的
な
感
情
に
よ
る
の
で
は
な

く
、
人
材
登
用
や
対
突
一
放
戦
略
を
誤
る
現
実
の
政
治
を
批
判
的
に
見

つ
め
、
み
ホ
す
か
ら
政
治
に
参
画
し
よ
う
と
す
る
積
極
的
意
志
に
よ

る
。
流
誠
地
の
嶺
南
で
彼
は
朝
廷
の
使
者
の
み
な
ら
ず
現
地
の
人
々

と
も
親
し
く
交
流
し
た
が
、
詩
は
そ
れ
ら
の
人
々
と
心
と
心
の
対
話

を
行
な
う
手
段
と
な
っ
た
。
嶺
南
の
絶
景
と
人
情
の
中
か
ら
生
み
出

さ
れ
た
符
情
詩
は
、
そ
れ
ま
で
武
則
天
朝
の
宮
廷
詩
人
に
過
ぎ
な
か

っ
た
張
説
に
新
た
な
詩
的
可
能
性
を
も
た
ら
し
、
こ
の
十
余
年
後
、

二
度
自
の
左
遷
を
被
っ
て
岳
州
の
山
水
に
遊
び
、
か
の
地
で
流
議
小

の
主
宰
者
と
な
る
張
説
の
原
体
験
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

主(1)
拙
稿
「
沈
倹
拐
の
生
涯
と
文
学
」
(
中
国
文
化
一
九
八
六
、
大
塚
漢
文

学
会
、
昭
和
六
十
一
年
六
月
)

拙
稿
「
宋
之
問
問
論
(
上
〉
」
(
北
海
道
教
育
大
学
紀
要
門
第
一
部
A
〕
第

一
一
一
十
七
巻
第
一
号
、
昭
和
六
十
一
年
十
丹
)

仙
川
稿
「
宋
之
間
論
(
下
)
」
(
北
海
道
教
育
大
学
紀
要
〔
第
一
部
A
〕
第

三
十
七
巻
第
二
号
、
昭
和
六
十
二
年
三
月
)

(2)
吉
川
幸
次
部
「
張
説
の
伝
記
と
文
学
」
(
東
方
学
第
一
輯
、
東
方
学

会
、
昭
和
二
十
六
年
三
月
)
に
も
、
張
説
の
欽
州
流
議
詩
に
関
す
る
記
述

が
あ
り
、
そ
れ
を
参
照
し
た
。

(3)
説
元
忠
弾
劾
事
件
と
張
説
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
張
説
に
つ

い
て
(
上
〕

i
そ
の
宮
人
と
し
て
の
側
麗
を
中
心
に
」
(
北
海
道
教
育
大

学
紀
要
[
第
一
部
A
〕
第
四
十
八
巻
第
一
号
、
平
成
九
年
八
月
)
に
詳
述

し
て
あ
る
。

(
4
〉
朱
使
欣
は
内
全
盛
岡
詩
」
巻
九
十
八
に
「
道
峡
似
盛
山
」
と
い
う
詩
を

一
首
残
す
。
詩
は
次
の
通
り
。
「
江
如
暁
天
静
、
石
似
暮
雲
張
、
征
帆
一

流
覧
、
宛
若
亙
山
湯
、
楚
客
忠
帰
路
、
秦
人
議
異
郷
、
猿
鳴
孤
舟
夜
、
再

使
一
課
繋
裳
。
」
こ
の
詩
に
対
し
て
張
説
は
「
和
朱
使
欣
道
峡
似
亙
山
之
作
」

を
作
っ
て
い
る
が
、
四
部
叢
却
は
語
訳
説
之
文
集
い
巻
七
に
収
め
る
張
説
の

和
詩
は
、
朱
使
欣
の
こ
の
詩
と
同
文
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
張
説
の
作
が

朱
使
欣
の
作
と
誤
伝
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

(5)
こ
の
詩
は
、
吋
全
農
詩
い
巻
五
五
五
に
馬
戴
「
江
中
過
客
」
と
題
し
て

収
め
ら
れ
る
も
の
と
同
文
で
あ
る
が
、
判
官
獄
説
之
文
集
い
巻
八
に
も
収
め

ら
れ
て
い
る
の
で
、
張
説
の
作
品
と
晃
て
お
く
。
馬
裁
は
中
庸
の
詩
人
で

あ
る
。

(6)
拙
稿
「
張
説
と
岳
州
小
詩
壇
」
(
吋
日
本
中
留
学
会
創
立
五
十
年
記
念

論
文
集
旬
、
平
成
十
年
十
月
)
参
照
。
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(
北
海
道
教
育
大
学
)


