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藤

井

良

雄

顧
炎
武
、
明
末
萬
暦
四
十

一
年

(
一
六
一
三
)
に
生
れ
、
清
初
康
煕
二
十

一
年

(
一
六
八
二
)、
六
十
九
歳

を
以

て
没
す
。
清
朝
考
謹

(
1
)

學
の
開
祖
と
稻
せ
ら
れ
る
學
者
で
あ
り
、
ま
た

「
租
國
十
二
詩
人
」
の

一
人
と
し
て
現
在
に
到
る
ま

で
な

お
鯨

ぼ
れ
る
詩
人
で
も
あ

る
。學

者
と
し
て
の
顧
炎
武
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
同
時
代
か
ら
多
く
論
ぜ
ら
れ
て
き
た
が
、
梁
啓
超
が

『清

代

學
術

概
論
』
で

「開

租
と
し
て
の
名
に
債
し
う
る
の
は
、
い
か
な
る
黙
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
研
究
方
法
を
確
立
し
え
た

と

い
う
黙

に
こ
そ
あ

(
2
)

る
。」
と
評
債
し
て
以
來
、
そ
の
地
位
は
定
ま
っ
た
と
い
え
よ
う
。
梁
啓
超
が
顧
炎
武
の
學
問
に
關
し
て
指
摘

し

た
の
は
、
「貴
創
」

(猫
創
を
貴
ん
だ
こ
と
)
・
「博
謹
」
(博
く
謹
擦
を
あ
つ
め
る
こ
と
)
・
「致
用
」
(實
践
に
役
だ
た
せ
る
こ
と
)
の
三
貼
で
あ
る
。

こ
の
う
ち

「致

用
」
の
黙
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
明
末
清
初
の

「
経
世
致
用
」
を
標
榜
す
る
學
風
の
共
通
黙
で
あ
り
、
顧
炎
武
だ
け

の
特
徴
と
は
言

え
な
い
。
ま
た

「博
謹
」

の
黙
で
は
、
梁
啓
超
が

「
こ
の
よ
う
な
方
法
は
、
い
ず
れ
も
近
世
の
科
學
的
研
究
方
法
で
あ
り
、
乾
隆

・
嘉



慶
以
降
の
學
者
が
當
然
學
ん
だ
と

こ
ろ
で
あ

っ
た
が
、
當
時
に
あ

っ
て
は
、
む
ろ
ん
顧
炎
武
の
濁
創

で
あ

っ
た
。」
と
述
べ
て
い
る
ご

と
く
、
研
究
方
法
と
し
て

「
博
謹
」
を
顧
炎
武
が
身
に
付
け
て
い
た
こ
と
は
、
彼

の
猫
創
を
貴
ぶ

「貴
創
」

の
精
神
に
由
來
す
る
と
み

る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
の

「博
謹
」

の
内
實

に
つ
い
て
は
、
『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』

の

「
日
知
録
」

の
條
に
、
「
顧
炎
武
の
學
問
に
は

根
底
が
あ
る
。
博
く
ゆ
た
か
で
あ
り
な
が
ら
、
論
理
が
よ
く

一
貫
し
て
い
る
。

一
問
題
ご
と
に
詳
し
く
歴
史
を
研
究
し
、
謹
擦
を
あ
げ

て
の
ち
、
こ
れ
を
書
物

に
著
わ
す
。
し
た
が

っ
て
、
多
く

の
謹
擦
を
引
用
し
な
が
ら
、
た
が
い
に
抵
鰯
す
る
こ

と
が
少

な

い
の
で
あ

(
3
)

る
。」
と
い
う
。
こ
の
評
債
は
、
恐
ら
く
同
時
代

の
考
謹
學
者
た
ち
の
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
顧
炎
武
の
學
問
に
つ
い
て
特
徴
的
と
み
な
さ
れ
る
も

の
は

「貴
創
」

の
精
紳
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。
顧
炎
武
自
身
も
そ
の

(
4
)

黙
を
自
畳
し
て
い
た
よ
う
で
、
自
分
の
信
念
と
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
彼
は

「
初
刻
日
知
録
自
序
」
に
お
い

て
、
わ

ざ
わ
ざ
自
著

の

「與
人
書
十
」
を
引
い
て
次
の
ご
と
く
述
べ
る
。

'

嘗
に
謂

へ
ら
く
今
人
纂
輯
の
書
、
正
に
今
人
の
銭
を
鋳
す
る
が
如
し
。
古
人
は
銅
を
山
よ
り
采
る
も
、
今

人

は
則

ち

奮
銭
を
買

ひ
、
之
を
名
づ
け
て
塵
銅
と
日
ひ
、
以
て
鋳
に
充
つ
る
の
み
。
鋳
す
る
所
の
銭
は
、
既
已
に
鷹
悪
に
よ
て
、
又
將
に
古
人
傳
世
の

寳
を
春
到
砕
散
し
、
後

に
存
せ
ざ
ら
よ
め
ん
と
す
る
は
、
豊
に
之
を
爾
失
せ
ざ
ら
ん
や
。
「
日
知
録
又
幾
巻

を
成

す
。
蓋
よ
之
を

期
す
る
に
康
銅
を
以
て
せ
ん
か
。」
と
問
ふ
を
承
く
。
而
れ
ど
も
、
某
別
れ
て
よ
り
こ
の
か
た

一
載
な
る
に
、
早

夜
諦
讃
し
、
反

復
尋
究
し
て
、
僅
か
に
十
鯨
條
を
得
。
然
れ
ど
も
山
よ
り
采
る
の
銅
に
庶
幾
し
。

こ
の
言
葉
を
讃
め
ば
、
す
で
に
狩
野
直
喜
が
言

っ
た
ご
と
く

「炎
武
は
日
知
録
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
い
ふ
黙
で
如
何
に
自
信
を
持

っ
て

(
5
)

居
た
か
が
わ
か
る
と
共
に
、
彼
れ
の
著
作
に
樹
す
る
精
神
も
窺
ひ
得
る
。」

の
で
あ
り
、
顧
炎
武
が
著
述
に
お
け

る
猫
創

性
を
自
豊
し
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て
い
た
こ
と
が
了
解
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
顧
炎
武
の
詩
は

『顧
亭
林
詩
文
集
』
に
集
め
ら
れ
て
お
り
、
総
歎
四
百
二
十
六
首
で
あ
る
。
す
べ
て

一
六
四
四
年
明
朝

滅
亡
時
以
後
の
詩
作
を
牧
録
し
て
、
そ
れ
以
前

の
詩
作
は
、
顧
炎
武
が
意
圖
的
に
破
棄
し
た
と
思
わ
れ
る
。

一
六
八
二
年
彼
は
没
し
た

の
で
あ
る
か
ら
、
現
存
す
る
詩
四
百
二
十
六
首
は
、
彼
の
後
半
生
の
詩
ぽ
か
り
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
從

っ
て
、
顧
炎
武
は
、
『
日
知

録
』

の
著
述
の
場
合

の
み
な
ら
ず
、
詩
作
の
面
に
お
い
て
も

「
一
歳
の
間
僅
か
に
十
蝕
詩
に
過
ぎ
な
い
」
こ
と
が
推
知
さ
れ
る
。
齪
作

は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

(
6
)

從
來
、
詩
人
と
し
て
の
顧
炎
武
は
、
「愛
國
詩
人
」
と

い
う
評
語
が
與
え
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
辛
亥
革
命
前
後

に
は
、
革
命
派
知
識

人
や
覇

遺
老
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
全
く
異
な
る
方
向
か
ら
顧
炎
武
の
詩
に
封
し
て
並
並
な
ら
ぬ
愛
好
を
示
し
椀

し
か
し
・
そ
れ
は

残
存
す
る
顧
亭
林
詩
の
表
現
を
恣
意
的
に
受
け
取

っ
た
愛
好
の
仕
方
で
あ
っ
た
。
護
者
自
身

の
身
上
に
即
し
た
讃

み
方
で
重
観
的
な
も

の
と
な
り
、

い
わ
ば
亭
林
詩
の
外
周
を
歴
覧
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、

ま
ず
顧
炎
武
が
丈
學

表
現
上
い
か
な
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
主
張
し
た
か
を
確
認
し
、

つ
い
で
彼
が
自
作
の
詩
の
な
か
で
、
そ
の
文
學
的
主
張
を
い
か
に
實
践
し

え
た
か
と
い
う
問
題
に
着
眼
し
て
論
を
進
め
る
。
そ
し
て
、
「詩
は
必
ず
し
も
人

々
皆
は
作
ら
ず
」
と
主
張
し
た
顧

炎
武
が
、
詩
と
し

て
表
現
せ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
も
の
は
何
か
を
探
ろ
う
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
論
者
は
、
こ
の
詩
人
が
こ
と
ば
と
し
て
彼
自
身
の
濁

泊
な
表
現
に
辿
り
着
く
過
程
、
換
言
す
れ
ぽ
、
内
面
か
ら
外

へ
向
か
う
顧
炎
武
の
創
作
精
神
の
方
向
性
を
、
可
能
な
か
ぎ
り
論
究
し
て

み
よ
う
と
思
う
。
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二

明
末
清
初
は

「
天
崩
れ
地
解
け
る
」
と
言
わ
れ
る
狂
瀾
怒
濤

の
時
代
で
あ

っ
た
。
明
末
の
腐
敗
し
た
政
治
と
年
ご
と
に
起
き
る
天
災

と
に
よ

っ
て
、
農
民
の
生
活
は
破
壌
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
各
地
で
叛
齪
が
起

っ
た
。
叛
齪
軍
の
中
で
最
も
強
盛

と
な

っ
た
の
が
、
李
自

成
と
張
獄
忠
で
あ
り
、
そ
の
李
自
成
軍
に
よ

っ
て
明
朝
は
滅
ぼ
さ
れ
た
。
し
か
し
、
李
自
成
軍
は
、
こ
の
…機
に
乗
じ
て
侵
入
し
て
來
た

満
清
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ず
、
以
後
、
満
州
族
と
い
う
異
民
族
に
よ
る
中
國
支
配
の
時
代
が
到
來
す
る
。
か
か
る
危
機

の
時
代
、
士
大

夫
の
學
問

.
思
想
に
は

一
般
的
に
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
ら
わ
れ
た
の
か
。

一
九
六
四
年
度
日
本
中
國
學
會
研
究
討
論
會
テ
ー
マ

「
思

(
8
)

想
史
に
お
け
る
明
末
清
初
」
の

一
覧
表

(
山
井
湧
氏
作
成
)
に
よ
れ
ば
、
明
代

の
心
學

(
十
五
・
六
世
紀
)、
清
朝

の
考
謹
學

(
十
八
・
九
世

紀
)
に
封
し
て
、

こ
の
明
末
清
初
の
學
問
に
は

「
経
世
致
用
の
學
」
(十
七
世
紀
)
の
名
を
與
え
、
そ
の
特
色
と
し

て
以
下
の
十
ヶ
條
を

列
畢
し
て
い
る
。

一
(目
的
主
眼
)

経

世
致

用

(實
學
)、
二

(内
容
)

政
治
論

(経
學

・
史
學
)
、
三

(基
礎
方
法
)

讃
書

・
博
學

.
實
謹

.
政
治
的
活
動
、
四

(
關
心
の
所
在
)

肚
會

・
政
治
の
現
状

そ
の
改
善

〔人
格
的
修
養
の
要
素
減
少
〕
傷
五

外
的
肚
會
の

重
要
性
を
認
識
、
六

客
観
主
義

(實
謹
的
)、
七

経
書
を
奪
重
、
八

民
主

主
義

(情
欲
肯
定
)、
九

名
教

尊
重
、
十

氣

の
哲

學
、
以
上
で
あ
る
。

こ
こ
で
列
暴
さ
れ
て
い
る
性
質
は
、
康
煕
の
初
年

(
一
六
六
二
)
ま
で
に
成
年
に
達
し
た
世
代
の
文
人
に
、
お

お
よ
そ
共
通
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
明
末
清
初
の
所
謂

「経
世
致
用
の
學
」

の
特
色
を
備
え
た
人
物
と
し
て
は
、
當
然

「明

の
遺
臣
」
と
稻
せ
ら
れ

る
人
々
と
、
と
り
わ
け

「
三
大
師
」
と
呼
ば
れ
た
黄
宗
義

・
顧
炎
武

・
王
夫
之
が
畢
げ
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
顧
炎
武
に
關
し
て
は
、
佐
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(
9
)

藤

一
郎
氏
が
そ
の
論
稿

「清

の
詩
文
」
に
お
い
て
、
各
文
學
史
に
も
登
場
す
る
人
物
中
、
右
に
列
畢
さ
れ
た
要
件
を
漏
た
す
人
物
と
し

て
彼
を
畢
げ
、
か
つ
彼
を
散
文
作
家
と
性
格
づ
け
て
論
じ
て
い
る
。
今

こ
れ
を
、
私
な
り
に
要
約
し
て
引
用
す

る
こ
と
に
し
た
い
。
佐

藤
氏
は

『
日
知
録
』
中
の

「
文
は
須
ら
く
天
下
に
盆
有
る
べ
し
」
「文
人
墓
倣
の
病
」
「
詩
は
必
ず
よ
も
人
々
皆

は
作
ら
ず
」
の
四
篇
は

重
要
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
「
こ
れ
ら
は
無
用
の
交
章
を
排
し
、
墓
倣
を
退
け
て
お
り
、
そ
の
功
利
主
義
的
文
學
観
を

よ
く
示
し
て
い

る
。」
と
述
べ
、
ま
た
顧
炎
武
の
次
の
二
文
を
引
用
し
て
い
る
。

君
子
の
學
を
爲
す
は
、
道
を
明
ら
か
に
す
る
を
以
て
な
り
、
世
を
救
ふ
を
以
て
な
り
。
徒
ら
に
詩
文
を
以
て
す
る
の
み
な
ら
ば
、

所
謂
雛
轟
筆
刻
に
し
て
、
亦
た
何
ぞ
盆
あ
ら
ん
や
。
(與
人
書
二
十
五
)

僕

一
た
び
此

の
言
を
讃

み
て
よ
り
、
便
ち
鷹
酬
の
文
學
を
絶
て
り
。
其
の
器
識
を
養

ひ
て
文
人
に
堕
ち
ざ

る
所

以
な

り
。
(與
人

書
十
八
)

こ
の
顧
炎
武
の
嚢
言
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う
に
、
顧
炎
武

の
文
集
中

に
は

「壽
序
」
も
な
く
、
墓
誌
銘
の
数
も
少
な
い
と
指
摘
す
る

佐
藤
氏
は
、
最
後
に
彼
の
交
章
の
特
色
を
要
約
し
て
、
「以
上
の
圭
張

の
實
践
と
よ
て
、
か
れ
の
交
章
に
は
、
文
墨
的

な
技

巧
に
憂
身

を
や
つ
し
て
い
る
跡
は
見
ら
れ
な
い
。
讐
喩
も
隠
喩
は
ほ
と
ん
ど
な
く
直
喩
ぼ
か
り
で
あ
る
。
そ
の
直
喩
の
歎
も
少
な
く
、
た
だ
ち
に

事
實
を
以
て
語
ろ
う
と
い
う
態
度
が
濃
厚
で
あ
る
。
中
國

の
文
章

の
主
要
な
技
巧
に
樹
句
曲
構
文
が
あ
る
が
、
か
れ
も
封
句
を
用
い
て

は
い
る
も
の
の
、
必
要
以
上
に
多
く
は
用
い
て
は
い
な
い
。
文
字

の
選
び
方
も
、
め
ず
ら
し
い
字
や
熟
語
の
使
用
を
避
け
て
い
る
。
だ

か
ら
と
い
っ
て
平
俗
に
流
れ
る
恐
れ
が
な
い
の
は
、
古
典
と
、
か
れ
が
生
き
て
い
た
時
代
の
事
實
に
封
す
る
竪
富

な
知
識
と
洞
察
が
、

そ
の
文
章
の
内
容
と
表
現
に
奥
行
き
を
與
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
背
後
を
流
れ
る
救
國

の
情
熱
が
、
そ
の
文
章

の
格
調
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を
高
め
て
い
る
。」
と
締
め
括
る
。
以
上
の
ご
と
く
、
佐
藤
氏
の
論
考
は
、
顧
炎
武
の
散
交
に
關
し
て
論
じ
た
も

の
で
あ

る
が
、
詩
作

に
つ
い
て
の
獲
言
と
み
て
も
、
顧
炎
武
の
文
學
の
性
質
を
究
明
す
る
も
の
と
し
て
大
概
妥
當
で
あ
る
と
言
え
る
。
「文
須
有
癖
於
天
下
」

「
文
人
墓
彷
之
病
」
「詩
不
必
人
人
皆
作
」
の
文
章
は
、
顧
炎
武
の
交
學
圭
張
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
り
、
彼

の
詩
作
も

そ

の
主
張

に
反
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
か
ら
で
あ

る
。
後

の
文
人
も
、
例
え
ば
崔
述

(
」
七
四
〇
ー

一
八
一
六
)
が
、
「余

は
猫

だ
顧
寧
人
の

言
を
愛
す
る
の
み
。
強

當
に
芝

用
有
る
を
求
む
べ
し
と
謂
ふ
は
・
最
も
風
雅
の
鶴

を
得
た
り
と
集

～」

と
述

べ
て
い
る
ご
と

く
、
「
文
は
須
ら
く
天
下
に
盆
有
る
べ
し
」
の

「文
」
を

「詩
」
と
替
え
て
引
用
し
て
も
、
い
さ
さ
か
も
奇
異
の
感
が
し
な

い
め

は
、

顧
炎
武
の
主
張
が
詩
文
の
ジ
ャ
ン
ル
を
越
え
た
文
學
の
あ
り
方
を
問
題
に
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
佐
藤
論
文
で
は

「
顧
炎
武
の
文

集

に
は
、
明
代
か
ら
あ
れ
ほ
ど
盛
ん
で
あ

っ
た
壽
序
も
な
け
れ
ぽ
、
ま
た
墓
誌
銘
の
敷
も
齪
世
の
人
と
思
え
な

い
ほ
ど
少
な
い
。」
と

言
及
し
て
あ
る
が
、
確
か
に
、
こ
の
黙
は
詩
作
の
面
で
も
大
方
當
て
は
ま
る
。
顧
炎
武
の
詩
は
、
そ
の
十
中
八
九

は
、
天
下

・
國
家

・

時
代
に
題
材
を
採
る
正
統
的
な
も
の
で
、
世
俗
の
鷹
酬
の
詩
は
ほ
と
ん
ど
存
在
よ
な
い
。
顧
炎
武
は
、
詩
作
に
お
い
て
も
自
分
の
文
學

の
主
張
を
貫
徹
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
言
え
る
。

し
か
し
、
い
か
に
顧
炎
武
と
は
い
え
、
そ
の
主
張
と
實
作
と
の
間
に
明
ら
か
な
較
差
が
存
在
す
る
こ
と
は
、

や
は
り
否
定
で
き
な
い

事
實
で
あ
る
。
ま
た
、
士
大
夫
に
と
っ
て
、
も
と
も
と
文
章
が
公
的
な
場

・
外

へ
向
か
っ
て
の
稜
言
で
あ
り
、

こ
れ
に
反
し
て
詩
が

一

鷹
私
的
言
語
の

一
面
を
持

っ
て
い
る
以
上
、
顧
炎
武
の
詩
文
も
や
は
り
同
様
で
あ

っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
確
か
に
顧
炎
武
は
、

「
文
は
道
を
明
ら
か
に
す
る
な
り
。」
と
い
い
、
「
詩
は
志
を
言
ふ
。」
と
表
明
し
た
が
、
實
際
に
詩
を
作
る
際
に
は
、
「
詩
は
性
情
を
圭

と
す
。
奇
巧
を
貴

し
と

せ
ず
。」
(『
日
知
録
』
巻
二
十
一
「古
人
用
韻
無
過
十
字
」
)
と

い
い
、
「
詩

は
情

に
本
つ

く
。」
(同
巻
二
十
一
「詩
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題
」)
と
述
べ
て
自
分
の

「性
情
」
を
こ
そ
重
ん
じ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
に
お
い
て
も
、
他
の
詩
人
た
ち
と
同
様
、
文
と

詩
と
の
間
に

は
認
識
の
相
違
が
あ

っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
「詩
言
志
」

の
精
紳
を
持
し
た

「愛
國
詩
人
」
顧
炎
武
に

し
て

も
、
租
國
を
愛
す
る

が
故
に
の
み
詩
作
を
績
け
た
の
で
は
な
か

っ
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
彼
は
自
分
の
感
情
を
詩
と
し
て
書
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
か

っ
た
詩
人

で
あ
り
、
リ
ル
ケ
の
こ
と
ば
を
借
り
て
述
べ
れ
ぽ
、
彼
の
詩
作
、
す
な
わ
ち

「藝
術
作
品
」
は
、
彼
の
性
情
の

「
必
然
の
結
果
に
な
る

(
11

)

も
の
」
と
到
断
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

と
こ
ろ
で
、
『
中
國
文
學
史
』
(人
民
文
學
出
版
肚
一
九
五
八
年
)
の

「
明
末
清
初
民
族
英
雄
的
愛
國
士
⊥義
詩
篇
」

で
は
、
顧
炎
武

に
つ

(
12
)

い
て
次
の
よ
う
に
締
め
括
る
。

顧
炎
武
的

一
生
是
職
岡
的

一
生
、
他
的
詩
是
他
在
職
岡
中
的
誓
言
和
悼
念
故
國
的
歌
聲
。

顧
炎
武
的
文
學
圭
張
也
是
進
歩
的
。
他
反
封
擬
墓
、
重
覗
時
代
性
、
圭
張
文
章

「
須
有
盆
干
天
下
」、
文
章
要
爲
政

治
服
務
。
他

自
己
的
文
章
正
是
實
践
了
他
的
圭
張
的
。

こ
こ
で
は
、
「
彼
は
墓
擬
に
反
封
し
、
時
代
性
を
重
覗
し
て
…
…
」
と
指
摘

し
て
い
る
。
顧
炎
武
が
墓
倣
に
反
勤
す
る
文

學
圭
張
を

有
し
て
い
た
こ
と
は
巳

に
述
べ
た
が
、
ま
た

「
時
代
性
を
重
覗
」
す
る
こ
と
も

「
反
封
批
墓
」
の
圭
張
と
表
裏

一
農
を
な
す
も
の
で
あ

ろ
う
。
『
日
知
録
』
巻
二
十

一
「
詩
盤
代
降
」
の
篇
で
、
彼
は
以
下
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

三
百
篇
の
降
ら
ざ
る
能
は
ず
し
て
楚
僻
あ
り
。
楚
餅

の
降
ら
ざ
る
能
は
ず
し
て
漢
魏
あ
り
。
漢
魏
の
降
ら
ざ

る
能
は
ず
し
て
六
朝

あ
り
。
六
朝

の
降
ら
ざ
る
能
は
ず
し
て
唐
あ
る
は
、
勢
な
り
。

一
代
の
膣
を
用
ふ
れ
ば
、
則
ち
必
ず

一
代
の
文
に
似
て
、
し
か
る

後
合
格
と
爲
す
。
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詩
文
の
代
々
攣
ず
る
所
以
は
、
攣
ぜ
ざ
る
を
得
ざ
る
者
有
れ
ば
な
り
。

一
代
の
文
、
洛
襲
已
に
久
し
け
れ
ば
、
人
人
皆
此
の
語
を

道
ふ
べ
か
ら
ず
。
今
且
に
千
敷
百
年
な
ら
ん
と
す
。
し
か
る
に
猫
ほ
古
人
の
陳
言
を
取
り
、

一
一
に
し
て
之

を
墓
倣
し
、
是
れ
を

以
て
詩
と
爲
す
は
可
な
ら
ん
や
。
故
に
似
ざ
れ
ば
則
ち
詩
た
る
所
以
を
失
ふ
。
似
れ
ぽ
則
ち
其
の
我
た
る
所
以
を
失
ふ
。
李
杜

の

詩
、
猫
り
唐
人
に
高
き
所
以
の
者
は
、
其

の
未
だ
嘗

つ
て
似
ず
ん
ば
あ
ら
ず
し
て
、
未
だ
嘗

つ
て
似
ざ
る
を
以
て
な
り
。
此
れ
を

知
る
者
は
與

に
詩
を
言
ふ
べ
き
の
み
。

明
ら
か
に
顧
炎
武
は
、

一
方
で
は
表
現
の
墓
倣

に
反
封
し
、
他
の

一
方
で
は
詩
文

の
ス
タ
イ
ル
と
内
容
の
面
で
時
代
性
を
重
覗
し
て

い
る
。

つ
ま
り
詩
は
、
時
代
性

に
沼

っ
て
、
し
か
も
自
分
の
個
性

(我
)
を
失
な
わ
な
い
こ
と
が
、
彼

の
詩
作

の
信
條
で
あ

っ
た
わ
け

で
あ
る
。
そ
し
て
、
顧
炎
武
は
、
特

に
詩
文
に
お
け
る
個
我
の
奪
重
に
つ
い
て
、
「
與
人
書
十
六
」
で
次
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
。

初
め
此

の
詩
を
爲
る
は
、
賓
主

一
夕
の
談

に
且
ハ
ふ
る
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
。
後
の
作
者
逓
ひ
に
相
租
襲
す
る
は
、
乃
ち
壽
陵

の
本
歩

を
失
す
る
無
か
ら
ん
や
。
海
内
、
能
言
の
士
乏
し
か
ら
ず
、
匿
匿
と
し
て
何
ぞ
相
師
と
す
る
に
足
ら
ん
や
。
惟
だ
自
ず
か
ら
己
が

意
を
出
だ
し
、
乃
ち
敢

へ
て
許
し
て
知
音
の
者
の
爲
に
す
る
の
み
。

こ
の
篇
で
、
顧
炎
武
が
明
確

に
自
分

の
詩
作
に
つ
い
て

「
惟
だ
自
ず
か
ら
己
が
意
を
」
表
現
す
る
こ
と
を
断
言
よ
て
い
る
。
ま
た
、

「與
人
書
十
七
」
で
も
、
嚴
格
に
詩
文
に
お
け
る

「
依
傍
」
に
反
樹
し
て
、

君
の
詩
の
病
は
杜
有
る
に
在
り
。
君
の
文
の
病
は
韓

・
欧
有
る
に
在
り
。
此

の
径
を
胸
中
に
有
せ
ぽ
、
便
ち
終
身
、
依
傍
の
二
字

を
脱
せ
ず
。
断
じ
て
峰
に
登
り
極
に
造
る
こ
と
能
は
ず
。

と
圭
張
し
て
い
る
。
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以
上
の
諸
篇
か
ら
到
明
す
る
よ

つ
に
、
顧
炎
武
の
重
覗
し
た
文
學
表
現
に
お
け
る
燭
創
性
の
要
黙
は
、
「
詩
は
情
に
本
つ
く
」
「詩
は

性
情
を
主
と
す
」
「
み
ず
か
ら
己
が
意
を
出
す
」
こ
と
で
あ

っ
て
、
そ
れ
が
公
的

に
は

「須
ら
く
天
下
に
盆
有

る

べ
し
」
で
あ

っ
た
と

言
・兄
よ
う
。
顧
炎
武
に
あ
っ
て
は
、
文
學
表
現
が

「
み
ず
か
ら
己
が
意
を
出
す
」
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
詩
文

の
匠
別
は
不
要
な
の
で

あ
り
、
「詩
は
必
ず
し
も
人
人
皆
は
作
ら
ず
」
と
圭
張
す
る
意
圖
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

古
人
の
會
、
君
臣
朋
友
、
必
ず
し
も
人
人
詩
を
作
ら
ず
。
人
各
お
の
能
く
す
る
有
り
、
能
く
せ
ざ
る
有
り
。
詩
を
作
ら
ず
と
も
何

ぞ
害
あ
ら
ん
。
若
し

一
人
先

に
侶

へ
て
、
意
已
に
蓋
く
れ
ぽ
、
則
ち
亦
た
更
檀
す

る

を
庸

ふ
る
無
し
。
(「詩
不
必
人
人
皆
作
」)

は
、
そ
の
こ
と
を
朋
確
に
表
現
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
顧
炎
武
は
、
そ
の
時
代
を
直
覗
し
、
詩
作
に
お
け
る

「
己
意
」
「我
」
を
重
硯
し
て
、
み
ず
か
ら

の
文
學
の
濁

創
性
を
獲
揮
す
る
こ
と
に
努
め
た
、
卓
見
の
詩
人
で
も
あ

っ
た
。

86

三

顧
炎
武
の

『亭
林
詩
集
』
五
巻
四
百
二
十
六
首

(亭
林
外
詩
補
三
首
を
含
む
)
中
、
そ
の
開
巻
第

一
の
詩
が

「
大
行
皇
帝
哀
詩
」
で
あ

る
。
こ
の
詩
の
題
下
に
は

「
己
下
開
逢
活
灘
」
と
自
注
が
あ
る
。
顧
亭
林
詩
は
編
年
に
よ
っ
て
排
列
さ
れ
、
そ

の
年

の
最
初
の
詩
の
題

下
に
概
ね
當
該
干
支
を
記
す
。
『
爾
雅
』
繹
天
に
よ
る
と
、
開
逢
は
甲
、
渚
灘
は
申

を
示
す
。
故
に

「已
下
関
逢
濡
灘
」
と
は

「
以
下

は
甲
申

二

六
四
四
年
)
の
作
で
あ
る
」
こ
と
を
示
し
、
顧
炎
武
三
十
二
歳

の
作
に
當
た
る
。

因
み
に
、
清
水
茂
氏
は

「年
を
あ
ら
わ
す

の
に
、
現
王
朝
の
年
號
を
使
用
せ
ず
、
干
支
だ
け
で
あ
ら
わ
す
の
は
、
陶
淵
明
が
東
膏
滅



(
13
)

亡
後
、
劉
宋
王
朝
に
抵
抗
の
意
を
示
し
て
劉
宋
の
年
號
を
使
用
よ
な
か

っ
た
先
例
が
あ
り
、
顧
炎
武
も
そ
れ
に
な
ら
う
。」

と
指

摘
さ

れ
る
が
、
顧
炎
武
は

「
元
日
」
(
一
六
四
九
)
と
い
う
詩
の
中
で
、
次
の
ご
と
く
言
う
。

東
夷
擾
天
紀

反
以
晦
爲
元

我
今

一
正
之

乃
見
天
王
春

東
夷
は
天
紀
を
擾
し

反

っ
て
晦
を
以
て
元
と
爲
す

我
今

一
た
び
之
れ
を
正
し

乃
ち
天
王
の
春
を
見
ん

こ
の
詩
句
を
護
め
ば
、
顧
炎
武
が
明
朝

の
正
朔
を
守
り
綾
け
て
、
決
し
て
清
朝
の
正
朔
を
奉
じ
よ
う
と
し
な
か

っ
た
こ
と
が
剣
明
す

る
。明

の
崇
顧
十
七
年

(
一
六
四
四
)、
北
京
が
李
自
成
軍

の
手

に
陥
落
し
、
毅
宗
朱
由
検
は
皇
城
内

の
煤
山

で
総

死
し

た

(三
月
)。

'
、
「
大
行
皇
帝
」
と
は
、
亡
く
な

っ
た
ば
か
り
で
詮
を
持
た
な
い
皇
帝
を
呼
ぶ
。
そ
し
て
、
総
死
後
し
ば
ら
く
経

過

し
た
五
月
十
五
日

に
、
崇
顧
帝
の
從
兄

・
幅
王
朱
由
松
が
南
京

で
即
位
し
、
つ
い
で
六
月
二
十
三
日
、
崇
頑
帝
に
思
宗
烈
皇
帝
と
い
う
詮
が
上
ら
れ
公
表

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
、
江
蘇
毘
山
に
住
む
顧
炎
武
は
、
皇
帝
の
死
が
北
方
か
ら
傳
わ

っ
て
ま
も
な
く
こ
の

「哀
詩
」
を
作

っ

た

の
で
あ
ろ
う
。

神
器
無
中
墜

英
明
乃
嗣
興

紫
蜆
迎
創
滅

神
器

中
ば
に
し
て
墜

つ
る
こ
と
無
く

英
明

乃
ち
嗣

い
で
興
る

紫
蜆

剣
を
迎
え
て
滅
よ

跡

顧
炎
武
の
詩
に
お
け
る
自
己
表
出
と
自
我
の
形
象
化

(藤
井
)



中
國
文
學
論
集

第
八
號

丹
日
御
輪
升

景
命
股
王
及

盛
符
代
邸
鷹

天
威
寅
降
鑑

租
武
粛
　
承

釆
垂
昭
王
倹

盤
紆
象
帝
就

澤
能
回
夏
隅

心
似
渉
春
泳
」

世
値
頽
風
運

人
多
比
徳
朋

求
官
逢
碩
鼠

駅
將
失
餓
鷹

細
柳
年
年
急

荏
符
歳
歳
増

關
門
亡
鐵
牡

丹
日

輪
を
御
し
て
升
る

景
命

股
王
に
及
び

霊
符

代
邸
に
鷹
る

天
威
寅
ん
で
降
り
鑑
み

租
武
粛
…ん
で
　
い
に
承
く

釆
要
王
の
倹
…を
昭
ら
か
に
し

盤
柾
帝
の
競
な
る
を
象
わ
す

澤
は
能
く
夏
の
隅
を
回
ら
し

心
は
春

の
泳
を
渉
る
に
似
た
り

世
は
頽
風
の
運
に
値
ひ

人
に
比
徳

の
朋
多
よ

官
を
求
む
れ
ば
碩
鼠
に
逢
ひ

將
を
駅
す
れ
ば
畿
鷹
を
失
す

細
柳
年
年
急
に

葎
符
歳
歳
増
す

關
門
に
鐵
牡
を
失
ひ
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路
寝
泄
金
縢

路
寝
に
金
縢
を
泄
ら
す

霧
起
昭
陽
鏡

霧
は
昭
陽
の
鏡
に
起
こ
り

風
揺
甲
観
燈

風
は
甲
観
の
燈
を
揺
る
が
す

已
占
伊
水
端

已
に
伊
水
の
端
く
る
を
占
し

眞
遭
杞
天
崩
」

眞
に
杞
天
の
崩
る
る
に
遙
ふ

道
否
窮
仁
聖

道
は
否
に
し
て
仁
聖
を
窮
め

時
危
恨
股
肱

時
は
危
う
く
し
て
股
肱
を
恨
む

哀
同
望
帝
化

哀
は
望
帝
の
化
に
同
じ
く

神
想
白
雲
乗

神
は
白
雲
に
乗
る
を
想
ふ

秘
識
蹄
新
野

秘
識
は
新
野
に
蹄
し

群
心
望
有
傍

群
心
は
有
傍
を
望
む

小
臣
王
室
涙

小
臣

王
室
に
涙
し

無
路
実
橋
陵
」

橋
陵
を
実
す
る
に
路
無
し

こ
の
詩
は
詩
題
に
も
あ
る
ご
と
く
、
「
哀
詩
」
つ
ま
り
崇
禎
帝
の
死
に
封
す
る
哀
悼
を
歌

っ
た
も
の
で
あ
る
。
三
段
落

に
分
げ

ら
れ

る
が
、
第

一
段
は
、
明
王
朝
が
國
初
以
來
受
け
嗣
が
れ
て
、
崇
頑
帝
の
御
代
に
な

っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。
第
二
段

は
、
明
王
朝
も
末
期

に
至

っ
て
、
世
の
中
は
時
勢
が
傾
き
、
腐
敗
が
は
び
こ
り
、
「文
官
は
銭
を
愛
し
て
死
を
伯
れ
ず
、
武
官
は
死
を
伯
れ

て
又
銭
を
要
す
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る
」
あ
り
さ
ま
を
描
き
、
政
権
の
堕
落
腐
敗
が
明
朝
顛
覆

の
因
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
第
三
段
は
、
亡
く
な

っ
た
墨
、禎
帝
を
哀
悼
よ
な

が
ら
も
、
尚
お
か
つ
明
朝
の
回
復
を
希
求
す
る
。

顧
炎
武
は
最
終
聯
に
自
己
を
「
小
臣
」
と
し
て
登
場
さ
せ
、
そ
こ
に
自
注
と
し
て
、
庚
信

「哀
江
南
賦
序
」
の

「衰
安
の
王
室
を
念
ふ

毎

に
、
自
然
に
涕
を
流
す
」
を
引
く
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
詩
は
顧
炎
武
三
十
二
歳

の
時
の
作
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
詩
作
が

皆
無
で
あ

っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
。
以
前
の
詩
す
べ
て
を
破
棄
し
て
、
顧
亭
林
詩
中
、
敷
少
な
い
五
言
排
律
と

い
う
詩
豊
を
と
る

「
大

行
哀
詩
」
を
、
自
己
の
詩
作
の
出
獲
黙
に
据
え
た
こ
と
は
重
要
な
意
義
を
賦
與
さ
せ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ

は
、
已
に
清
水
茂
氏

が
述
べ
る
ご
と
く

「崇
禎
帝
の

『
哀
詩
』
で
は
じ
ま
る
顧
炎
武
の
詩
は
、
か
れ
の

一
生
な
ら
び
に
か
れ
の
詩
の
原
黙
が
、
統

一
王
朝
た

(
14

)

る
明
帝
國
瓦
解
に
す
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
黙
は
、
前
述
の
自
注
と
共
に
、
顧
炎
武
が

「文
須

有
盆
於
天
下
」

の
圭
張
を
有
し
、
ま
た
そ
の
詩
作
は
、
失
わ
れ
た
明
王
朝

へ
の
忠
誠
を
示
す
詩
や
満
清
に
樹
す
る
抵
抗
の
志
を
歌
う
詩

が
敷
多
い
事
實
か
ら
剣
断
で
き
る
。
詩
人
が
故
意
に
自
作
に
も
珍
ら
し
い
五
言
排
律

の
詩
を
、
冒
頭
に
お
い
た

こ
と
は
、
嚴
粛
な
る
哀

悼

の
情
の
表
明
で
あ

っ
て
、
士
大
夫
と
し
て
の
公
的
な
世
界

へ
の
宣
言
の
詩
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
詩
中
に
明
確
に

「
小
臣
」
と
し

て
自
身
を
登
場
さ
せ
た
事
實
は
、
詩
人
が
強
く
意
識
し
て
、
公
の
世
界
に
向

っ
て
自
己
を
表
明
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ

っ

て
、
以
下
論
を
進
め
る
よ
う
に
、
顧
炎
武
の
詩
に
お
け
る
必
然
で
あ
り
、
詩
に
お
け
る
自
我
の
標
榜
で
は
な
い
の
か
と
思
わ
れ
る
。

同
年
に
作
ら
れ
た
七
絶

「
千
官
」
に
い
う
。

武
帝
求
仙

一
上
天

茂
陵
遺
事
只
盧
傳

武
帝
仙
を
求
め
て

一
た
び
天
に
上
る

茂
陵
の
遺
事
只
だ
虚
し
く
傳
ふ
の
み
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千
官
白
服
皆
臣
子

敦
似
蘇
生
北
海
邊

千
官

の
白
服
す
る
は
皆
臣
子
な
る
も

敦
か
蘇
生
の
北
海
の
、邊
な
る
に
似
ん

こ
の
詩
で
、
顧
炎
武
は
自
ず
か
ら
を

「蘇
生
」
す
な
わ
ち
蘇
武
に
比
し
て
い
る
。
「
多
く
の
官
吏
が
白
い
喪
服

を
着

て
、
彼
ら
は
み

な
臣
下
で
あ
る
に
は
相
違
な
い
が
、
果
し
て
何
奴

へ
使
い
し
て
抑
留
さ
れ
て
も
武
帝

へ
の
忠
節
を
蓋
し
た
蘇
武
ほ
ど
の
も
の
が
い
る
だ

ろ
う
か
。」
と
、
崇
顧
帝
が
自
ず
か
ら
就
稜
に
殉
じ
た
に
も
拘
ら
ず
、
群
臣
の
從
う
者
が
甚
だ
少
な
く
、
た
だ
喪

に
服
し
て

い
る
だ
け

の
者
が
多

い
こ
と
に
封
し
て
、
詩
人
は
憤
り
を
護
し
、
自
分
は
決
し
て
そ
の
よ
う
な
臣
下
で
は
な
い
と
表
明

し
て

い
る
の

で
は
な
い

か
。
そ
し
て
、
顧
炎
武
は
明
朝
の
遺
臣
と
し
て
の
生
涯
を
こ
の
時
よ
り
始
め
た
の
で
あ
る
。

一
六
四
四
年
五
月
、
北
京
を
占
領
し
た
清
軍
は
、
陳
西
に
逃
亡
よ
た
李
自
成
を
追
う
と
と
も
に
、
南
方
に
擁
立
さ
れ
た
明
の
諸
王
を

討
伐
す
る
た
め
に
江
南
地
方

へ
進
軍
を
開
始
し
た
。
こ
の
時
期
、
『
揚
州
十
日
記
』、
『
嘉
定
屠
城
紀
略
』
等
の
文
献
が
示

す
ご
と
く
、

江
南
地
方

の
人
々
は
と
り
わ
け
戦
齪
の
影
響
を
手
ひ
ど
く
受
け
た
。
當
時
、
漢
民
族
の
反
清
闘
孚
は
極
め
て
熾
烈

で
、
と
く
に
江
蘇

.

漸
江

一
帯

の
抵
抗
が
最
も
激
烈
で
あ

っ
た
。
清
軍
が
揚
州
を
攻
略
す
る
時
、
史
可
法

の
部
下
は
蓋
く
職
死
す
る
ほ
ど
で
あ

っ
た
。

こ
の
年
、
顧
炎
武
は
箆
山
令
楊
永
言
の
推
薦
に
よ
り
南
京
政
府
の
兵
部
司
務
に
任
ぜ
ら
れ
る
。
南
京
政
府
は
、

こ
の
國
家
危
急
の
時

期
に
及
ん
で
も
な
お
從
來
の
黛
派
孚
い
が
持
ち
こ
ま
れ
て
い
る
歌
態
で
、
衆
心

一
致
し
て
外
敵
に
當
る
ど
こ
ろ
か
、
揚
州
の
史
可
法
を

見

殺
よ
に
す
る
よ
う
な
、
各
派
が
内
部
で
窯
孚
す
る
全
く
の
腐
敗
政
灌
で
あ

っ
た
。
そ
こ
へ
清
軍
が
押
し
寄
せ
る
と
、
ひ
と
た
ま
り
な

く
南
京
政
府
は
崩
壊
し
、
福
王
朱
由
松
は
捕
え
ら
れ
殺
さ
れ
る
。
南
都
に
入
京
す
る
ま
で
の
顧
炎
武
は
、
「
感
事
」
詩
九
首

に
見
ら
れ

(
15

)

る
ご
と
く
、
失
わ
れ
た
北
方
の
山
河
を
悲
痛
な
調
子
で
歌

い
な
が
ら
、

一
方
で
は
編
王
政
権
に
封
し
て
素
朴
な
希
望
を
持
ち

「
大
將
」
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史
可
法
を
讃
え
る
詩
を
作
る
。

92

一
六
四
五
年
四
月
、
顧
炎
武
は
南
都
に
至
り
、
抗
職
準
備

の
慌
よ
い
中
で
も
、
古
都
南
京

に
纒
は
る
感
慨

を
、
次

の
詩

「金
陵
雑

詩
」
之

一
に
託
す
る
。

江
月
懸
孤
影

還
窺
李
白
櫻

詩
人
長
不
作

千
載
尚
風
流

鳩
壁
三
山
古

池
毫
六
代
幽

長
安
佳
麗
日

夢
続
帝
王
州

江
月
は
孤
影
を
懸
け

還
た
李
白
の
櫻
を
窺
ふ

詩
人
長
く
作
ら
ず

千
載
尚
ほ
風
流
あ
り

鳩
壁
は
三
山
に
古
り

池
毫

に
六
代
幽
な
り

長
安
佳
麗

の
日

夢
は
続
る
帝
王
の
州

こ
の
詩
、
徐
嘉

の

「
顧
亭
林
先
生
詩
箋
注
」
で
は
、
尾
聯
の
出
典
と
し
て
、
謝
眺

「入
朝
曲
」
の

「江
南
佳
麗
地
、
金
陵
帝
王
州
」

を
指
摘
す
る
。
こ
の
年
五
月
に
南
京
が
落
城
す
る
ま
で
に
作

っ
た

「
京
口
即
事
」
二
首

・
「京
闘
篇
」

一
首

・
「金
陵

雑
詩
」
五
首

・

「
千
里
」

一
首
の
詩

の
ほ
と
ん
ど
が
、
顧
炎
武
の
い
う

「
天
下
中
興
を
思
ふ
」
詩
で
あ
る
が
、
「
金
陵
雑
詩
」
五
連
作

の
第

一
首
に
、

自
己
の
情
か
ら
嚢
し
た

「
夢
」
を
歌
い
、
詩
人
の
内
な
る
性
情
を
流
露
す
る
の
で
あ

っ
た
。

一
六
四
五
年
五
月
十
五
日
、
南
京
が
陥
落
し
て
後
、
顧
炎
武
は
蘇
州
に
從
軍
す
る
。
六
月
、
故
郷

に
蹄
り
毘
山

の
人

々
が
起
し
た
武



装
岡
孚
に
参
加
す
る
。
こ
の
地
方
の
人
民
は
、
辮
髪
の
強
制
、
清

の
官
吏
や
兵
除

の
掠
奪
暴
行
に
反
抗
し
て
、
頑
強
な
反
清
愛
國
の
戦

い
に
立
ち
上
る
が
、
残
酷
で
血
膣
い
弾
塵
を
加
え
ら
れ
る
。
次
に
畢
げ
る

「
秋
山
」
と
題
す
る
詩
は
、
顧
亭
林
詩

の
中
で
特
に
有
名
な

詩
で
あ
り
、
當
時
の
江
陰
、
嘉
定
、
毘
山
三
縣
の
人
民
の
勇
敢
な
闘
孚
、
牡
烈
な
戦
い
ぶ
り
を
生
き
生
き
と
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
詩
作
は
、
顧
炎
武
が
命
を
賭
し
て
現
實
の
抗
清
闘
孚
に
参
加
し
た
必
然
的
結
果
で
あ
ろ
う
。
「
秋
山
」
之

一

秋
山
復
秋
山

秋
雨
連
山
股

昨
日
戦
江
口

今
日
職
山
邊

己
聞
右
甑
潰

復
見
左
拒
残

族
旗
埋
地
中

梯
衝
舞
城
端

一
朝
長
卒
敗

伏
　
偏
岡
轡

胡
装
三
百
胴

胴
胴
好
紅
顔

秋
山
復
た
秋
山

秋
雨
山
に
連
な
り
て
股
ん
な
り

昨
日
江
口
に
戦
ひ

今
日
山
邊
に
職
ふ

己
に
聞
く
右
頭
の
潰
え
た
る
を

復
た
見
る
左
拒
の
残
れ
た
る
を

薩
旗
地
中
に
埋
め

梯
衝
城
端

に
舞

ふ

一
朝
に
し
て
長
卒
の
敗
の
ご
と
く

伏
　
岡
轡
に
偏
し

胡
装
せ
る
三
百
胴

胴
胴
に
好
紅
顔
あ
り

顧
炎
武
の
詩
に
お
け
る
自
己
表
出
と
自
我
の
形
象
化

(藤
井
)
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呉
口
擁
索
馳

鳴
笏
入
燕
關

昔
時
鄭
郵
人

猶
在
城
南
間

臭
口
に
索
馳
を
擁
し

筑
を
鳴
ら
し
て
燕
關
よ
り
入
る

昔
時
郡
郵
の
人

猶
ほ
城
南

の
間
に
あ
り

94

こ
の
詩
は
、
顧
炎
武
を
含
む
抗
清
に
奮
職
す
る
人

々
と
、
抵
抗
も
む
な
し
く
陥
落
し
た
城
市

の
悲
惨
な
情
況
を
描
い
て
い
る
。
し
か

も
、
最
終
聯
に
自
注
を
付
け
て
、
コ
戦
國
策
」
(巻
十
三
齊
六
)
に
、
雍
門
司
馬
、
齊
王
に
謂
ひ
て
日
は
く
、
郡
郵
の
大
夫
、
秦

の
爲
に
す
る

を
欲
せ
ず
し
て
、
城
南
の
下
に
在
る
者
、
百
を
以
て
数

ふ
。」
と
示
し
、
詩
人
は
自
己
を

「
郡
郵
人
」
に
見
た
て
て
、
「
昔
、
楚
國
の
亡

び
た
後
、
楚
の
蕾
都
鄭
と
鄙
の
城
南
に
は
、
秦
朝
に
心
を
寄
せ
ぬ
人

々
が
潜
ん
で
い
た
よ
う
に
、
そ
ん
な
人
が
今
も
猫
お
城
南
に
潜
在

す

る
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
ほ
し
い
。」
と
、
詩
人
自
身
の
強
い
抗
清
の
決
意
を
こ
め
て
い
る
。

四
月
末

(奮
暦
)
の
揚
州
陥
落
以
後
、
五
月
十
五
日
南
京
、
七
月
六
日
箆
山
、
.十
四
日
常
熟
、
八
月
二
十

一
日

に
江
陰

と
、
つ
ぎ
つ

ぎ

に
江
南
各
地
の
城
市
が
陥
落
し
て
い
つ
た
。
顧
炎
武
や
鶴
荘
ら
の
交
人
も
、
抗
清
闘
孚
に
参
加
す
る
が
、
漢
好

と
な

っ
た
中
國
兵
を

率

い
て
強
大
と
な

っ
た
清
軍
の
前
に
は
ど
う
す
る
こ
と
も
出
來
な
か
っ
た
。
か
く
て
残
忍
な
虐
殺
と
恐
怖
の
掠
奪

に
遭
い
な
が
ら
も
、

顧
炎
武
は
何
と
か
身
を
以
て
冤
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
毘
山
落
城
の
と
き
、
顧
炎
武

の
生
母
何
氏
は
清
兵
に
右
腕
を
切
り
落

さ
れ
、
四
弟
顧
讃
、
五
弟
顧
縄
も
戦
死
虐
殺
さ
れ
、
さ
ら
に
績
の
妻
朱
氏
は
自
殺
を
計

っ
た
が
、
生
命
だ
け
は
と

り
と

め
た
。
そ
し

て
、
常
熟
も
陥
落
し
、
そ
の
報
を
聞
い
た
顧
炎
武
の
養
母
王
氏
は
絶
食
し
て
國

に
殉
じ
た
。

こ
の
時
か
ら
十
五
年
後

二

六
五
九
)
、
北
遊
中
の
顧
炎
武
は

「寄
弟
紆
及
友
人
江
南
」
の
詩
で
、
當
時

の
あ

り

さ
ま
を

回
想
し
て



い
る
。
そ
の
第
三
首
1

自
昔
邉
難
初

城
邑
遭
屠
割

幾
同
趙
卒
坑

猫
此
一
人
活

既
楡
須
奥
生

誰
敢
僻
播
越

十
年
四
五
遵

今
復
客
天
末

田
園
已
侵
井

書
巻
亦
剰
奪

尚
虞
陥
微
文

雄
羅
不
自
睨

却
喜
封
山
川

肚
懐
稽
開
諮

乗
心
在
忠
信

昔
難
に
遙
ふ
の
初
め
よ
り

城
口巴
眠
旧
割
に
.漕
褐ふ

幾
ん
ど
趙
卒
の
坑
せ
ら
れ
し
と
同
じ
く

猫
り
此
の

一
人
の
み
活
く

既
に
楡
む
須
臭
の
生

誰
ん
ぞ
敢

へ
て
播
越
す
る
を
群
せ
ん
や

十
年
に
四
五
た
び
遵
り

今
復
た
天
末
に
客
た
り

田
園
已
に
侵
井
せ
ら
れ

書
巻
も
亦
た
剰
奪
せ
ら
る

尚
ほ
虞
る
微
文
に
陥
ら
ん
こ
と
を

雄
は
羅
を
自
ら
は
脱
せ
ず

却

っ
て
山
川
に
封
す
る
を
喜
び

牡
懐
稽
く
開
酪
た
り

乗
心
は
忠
信
に
在
る
も

顧
炎
武
の
詩
に
お
け
る
自
己
表
出
と
自
我
の
形
象
化

(藤
井
)
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持
身
類
迂
闊

朋
友
多
相
憐

此
志
貫
窮
達

錐
郊
河
伯
居

未
肯
求
陶
沫

出
國
毎
徒
行

花
時
猫
衣
褐

以
此
報
知
交

無
爲
久
側
但

持
身
に
迂
闊
に
類
た
り

朋
友
多
く
相
ひ
憐
れ
む
も

此
の
志
窮
達
を
貫
か
ん

鄭
は
河
伯

の
居
な
り
と
錐
も

未
だ
肯

へ
て
陶
沫
を
求
め
ず

出
國
は
毎
に
徒

に
て
行
き

花
の
時
も
猫
ほ
衣
は
褐

此
れ
を
以
て
知
交
に
報
ず

無
爲
に
し
て
久
し
く
側
但
す

96

こ
の
詩

の
一
、
二
聯
で
、
十
五
年
前

の
あ
の
苦
難
の
日
日
、
清
兵
の
屠
殺
の
手
か
ら
命
か
ら

が
ら
逃

れ
た

「
猫
り
此
の

一
人
の
み

活
」
き
た
自
分
で
あ
る
こ
と
を
回
想
す
る
。
三
聯
に
徐
嘉
が
、
崇
禎
帝
に
殉
じ
た
施
邦
曜

(
一
五
八
五
ー

一
六
四
四
)
の
言
を
引

い
て
、

「城
陥

つ
、
(邦
曜
)
長
安
門
に
趨
き
、
帝
の
崩
ず
る
を
聞
き
、
働
実
し
て
日
は
く
、
君
肚
稜
に
殉
ぜ

り
。

臣
子

楡
生
す
べ
け

ん
や
。

と
。」
(明
史
巻
二
百
六
十
五
)
と
注
し
て
い
る
ご
と
く
、
顧
炎
武
も
ま
た
殉
難
し
て
い
た
や
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
、
崑
山
の
職
齪
以
後
、

生
を
楡
ん
で
き
た
と
い
う
顧
炎
武
は
、
い
た
ず
ら
に
生
き
な
が
ら
え
よ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
猫
此

一
人
活
」

と

い
う
孤
濁
残
存
の
情
を
懐
き
な
が
ら
の
遺
民
の
生
涯
で
あ
り
、
ま
た
再
興
を
願

っ
て
同
志
を
索
め
綾
け
る
放
浪

の
人
生
で
あ

っ
た
。

「秋
山
」
第
二
首

の
末
句
で

「存
亡
今
よ
り
始
ま
る
」
と
宣
言
し
た
顧
炎
武
は
、
ま
さ
に
こ
の
時
か
ら
放
浪
の
人
生
を
開
始
し
た
の
で



あ

る

。

四

(
16
)

顧
炎
武
の
養
母
王
氏
は
絶
食
し
て
國
に
殉
じ
た
。
そ
れ
か
ら
二
年
後
、
王
氏
の
遣
骸
を
箆
山
の
顧
氏
の
正
式
な
墓
所
に
よ
う
や
く
埋

葬
し
た
折
に
、
顧
炎
武
は
王
氏
の
た
め
に

「
先
批
王
碩
人
行
状
」
を
草
し
た
の
で
あ
る
が
、
王
氏
の
遺
言
を
記
録
す
る
こ
と
を
忘
れ
な

か

っ
た
。
遺
言
に
曰
は
く
。

我
婦
人
と
難
も
、
身
は
國
恩
を
受
く
。
國
と
倶
に
亡
ぶ
る
は
義
な
り
。
汝
、
異
國
の
臣
子
と
爲
る
無
か
れ
。
世
世
の
國
恩
に
員
く

無
く
ん
ぽ
、
則
ち
吾
以
て
地
下
に
瞑
す
べ
し
。

殉
難
の
機
を
免
れ
、
生
き
残

っ
た
顧
炎
武
の
な
す
べ
き

こ
と
は
、

こ
の
養
母
の
遺
言
を
遵
守
し
て
生
き
、
出
來

る
こ
と
な
ら
ぽ
自
分

の

「
経
世
致
用
」
の
學
問
を
後
世
に
傳
え
る
べ
く
抗
清

の
意
志
を
貫
く
こ
と
で
あ

っ
た
。
養
母
王
氏
は
死
亡
よ
た
が
、
そ
の
遺
骸
は
辛

う
じ
て
顧
炎
武
の
手
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
埋
葬
す
る
に
も
、
清
兵
が
横
行
す
る
の
で
出
來
な
い
。

一
六

四

五
年
九
月

以
來
、

そ
の
遺
骸
と
行
を
共
に
し
て
い
た
詩
人
は
、
「
防
墓
の
塵
を
求
め
ん
と
欲
す

る
も
、
父
甲
江
溝
に
満

つ
」
と
歌

っ
て

(表
哀
詩
)、
埋
葬

の
地
を
捜
し
あ
ぐ
ね
て
い
た
が
、
や
っ
と
十
二
月
十
九
日
、
假
葬
に
こ
ぎ
着
け
る
。
そ
の
折
の
詩

「
十
二
月

十

九

日
奉

先
娩
藁
葬
」

は
、
次
の
ご
と
く
歌

っ
て
い
る
。

婁
縣
百
里
内

胡
兵
過
如
織

婁
縣

百
里
の
内

胡
兵
過
ぐ
る
こ
と
織
る
が
如
し

97
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土
人
毎
夜
行

冬
深
月
初
黒

扶
枢
已
南
來

幸
至
先
人
域

合
葬
亦
其
時

倉
卒
未
可
得

停
車
就
道
右

丘
也
聞
日
食

魏
醜
依
租
考

即
此
幽
宮
側

三
年
卜
天
道

墓
檀
茂
以
直

胆
勉
臣
子
心

有
懐
亦
焉
極

悲
風
下
高
原

父
老
爲
哀
側

土
人

毎
夜
行
き

冬
深
く
し
て
月
初
め
て
黒
し

枢
を
扶
け
て
已
に
南
に
來
た
り

幸
い
に
先
人
の
域
に
至
れ
り

合
葬
も
亦
た
其
の
時
な
る
も

倉
卒
と
し
て
未
だ
得
べ
か
ら
ず

車
を
停
め
て
道
右
に
就
き

丘
や

日
食
を
聞
く

魏
塊
は
租
考
に
依
り

此
の
幽
宮

の
側
に
即
く

三
年

天
道
を
ト
し

墓
橿

茂
り
て
以
て
直
し

胆
勉
す

臣
子
の
心

懐
ふ
有
る
も
亦
た
焉
ぞ
極
ま
ら
ん

悲
風

高
原
よ
り
下
り

父
老

爲
に
哀
側
す

98



其
労
可
萬
家

此
意
無
人
識

其
の
労

萬
家
ぼ
か
り

此

の
意

人
の
識
る
無
し

こ
の
詩
第
十
五
句
の

「
臣
子
心
」
と
は
、
詩
人
の
心
で
あ
り
、

こ
れ
は
先

に
引

い
た
王
氏
の
遺
言

「汝
、
異
國

の
臣
子
と
爲
る
無
か

れ
。」
を
意
識
し
た
も

の
で
あ
る
。
故

に
、
「
臣
子
の
心
を
胆
勉
す
」
と
、は
、
盟
朝
の
臣
下
と
し
て
報
國
の
至
誠

に
燃

え

る
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
詩

の
ご
と
く
、
「
臣
子
」
と
し
て
明
確
に
詩
人
自
身
を
表
出
さ
せ
る
詩
作
が
顧
炎
武
に
は
多
い
の
で
あ
る
。

、
こ
れ
ま
で
引
用
し
た
詩
は
、
顧
炎
武
自
身
が
何
ら
か
の
形
で
詩
中
に
直
接
登
場
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
詩
中
で

「我
」
「
吾
」

等

一
人
稻
代
名
詞
を
用
い
る
も
の
は
、
自
己
を
指
す
こ
と
あ
ま
り
に
も
明
白
で
あ
り
直
裁
的
で
あ

っ
て
、
説
明
的
散
交
的
で
あ
る
が
故

に
、
顧
炎
武
が
詩
の
表
現

に
工
夫
を
こ
ら
し
た
濁
創
的
な
黙
と
は
認
め
が
た
い
。
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
い
こ
と

に
す
る
。

さ
て
、
王
氏
の
死
後
三
十
年
に
近
い
そ
の
命
日
に
、
顧
炎
武
は

「
先
批
忌
日
」
七
律
を
作
る
。

風
木
凋
零
巳
過
時

、一
経
猫
得
備
人
師

聞
続
欲
下
劉
霞
泣

執
巻
方
知
孟
母
慈

秋
雨
秀
連
中
野
蔚

夕
陽
光
起
北
園
葵

無
窮
明
護
千
年
慨

風
木
の
凋
零

已
に
時
を
過
ぎ

一
経
猶
ほ
得
た
り
人

の
師
に
備

ふ
る
を

締
を
聞
き
て
下
さ
ん
と
欲
す
劉
酸

の
泣

巻
を
執
り
て
方
に
知
る
孟
母
の
慈

秋
雨
の
秀
は
中
野
の
蔚
に
連
な
り

夕
陽
の
光
は
北
園
の
葵
を
起

こ
す

窮
ま
り
無
し
明
獲
千
年

の
慨

顧
炎
武
の
詩
に
お
け
る
自
己
表
出
と
自
我
の
形
象
化

(藤
井
)



中
國
文
學
論
集

第
八
號

豊
猫
杯
捲
忌
日
思

山豆
に
獅
り
杯
旛
も
て
忌
日
に
思
ふ
の
み
な
ら
ん
や

m

こ
の
詩
で
は
、
頷
聯
に

「南
齊
書
」
劉
艘
傳
の

「
母
没
し
て
十
鯨
年
、
締
竹
の
聲
を
聞
く
毎
に
、
未
だ
嘗
つ
て
漱
戯
流
涕
せ
ず
ん
ぽ

あ

ら
ず
。」
と
自
注
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
劉
酸
に
詩
人
自
身
を
象
徴
さ
せ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
「
臣
子
」
ほ
ど
明
確
で
は

な

い
が
、
自
己
を
象
徴
さ
せ
詩
中
に
自
書
像
を
表
出
す
る
こ
と
は
、
顧
炎
武
が
数
多
く
用
い
た
手
法
と
呼

ぶ
べ
き

も

の
と
な

っ
て
い

る
。か

か
る
自
己
象
徴

の
表
現
手
法
は
、
す
で
に
引
用
し
た
幾
つ
か
の
詩
中
に
も
見

え
、
「小
臣
」
「蘇
生
」
「
郡
郵
人
」
「
此

一
人
」
「
臣

子
」
「
劉
綾
」
等
の
こ
と
ば
は
、
詩
人
の
自
書
像
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
象
徴
的
手
法
で
、
詩
人
自
身
の
形
象
を
表
出
す

る
詩
作
は
、

(
17

)

顧
亭
林
詩
中
約
六
十
首
中
に
あ

っ
て
多
き
を
占
め
る
。
因
み
に
言
え
ば
、
そ
の
頻
出
の
割
合
も
年
に
よ

っ
て
高
い
敷
値
を
示
す
。
例
え

ば

、

一
六
四
四
年
の
詩
十
首
中
で
は
。
「大
行
哀
詩
」
の

「
小
臣
」
、
「千
官
」
其

一
の

「蘇
生
」
、
其
二
の

「
稽
侍
中
」
の
三
首
を
指
摘

(
18

)

で
き
る
。
翌

一
六
四
五
年
の
十
四
首
中
で
は
、
少
な
く
と
も
五
首
を
指
摘
で
き
よ
う
。
晩
年
の

一
六
八
〇
年
に
到

っ
て
は
、
八
首
詩
作

し
て
い
る
が
、
次
に
あ
げ
る
連
作

「
悼
亡
」
五
首
の
中
三
首
も
そ
の
好
例
で
あ
る
。
「悼
亡
」
五
絶
其
之

一
ー

・

濁
坐
寒
窃
望
藁
砧

宜
言
借
老
記
初
心

誰
知
游
子
天
涯
別

一
任
閨
蕪
日
夜
深

濁
り
寒
窃
に
坐
し
て
藁
砧
を
望
む

宜
し
く
借
に
老
い
ん
と
言
ひ
て
初
心
を
記
す
べ
し

誰
か
知
ら
ん
游
子
天
涯
に
別
れ

一
に
閨
蕪
の
日
夜
深
か
ま
る
に
任
す

連
作
詩

一悼
亡
」
は
、
妻
が
卿
里
で
亡
く
な

っ
た
と
聞
く
が
、
遠
く
山
西
に
居
た
顧
炎
武
が
哀
悼

の
た
め
に
邊
り
寄
せ
た
も
の
で
あ



る
。
こ
の
詩
、
起
句
の

「
藁
砧
」
と
は
、
藁
打
ち
台
の
之
と
で
あ
る
が
、
徐
嘉
が

「夫
を
喩
ふ
る
な
り
。」
と
注
す

る
ご
と

く
、
妻
が

夫

を
い
ふ
隠
語
で
あ
る
。
「夫
」
と
は
、
「
游
子
」
と
な

っ
て
天
涯
を
旅
す
る
顧
炎
武
を
指
す
。
其
之
二
で
は
、

十
年
作
客
向
邊
陸

坐
歎
蘭
枯
柳
亦
奏

傳
読
故
園
荊
棘
后

此
生
能
得
首
丘
時

廿
年
客
と
作
り
邊
陸
に
向
ひ

坐
う
に
歎
ず

蘭
枯
れ
柳
も
亦
た
衰

へ
た
る
を

傳

へ
て
説
ふ

故
園
荊
棘
長
ぜ
り
と

此

の
生
能
く
丘
に
首
す
る
時
を
得
ん
や

こ
の
詩
で
は
、
起
句

「
十
年
客
と
作
り
…
…
」
の

「
客
」
が
顧
炎
武
の
姿
で
あ
る
こ
と
明
白
で
あ
る
。
同
じ
く
其
之
四
を
畢
げ
る
。

貞
姑
馬
叢
在
江
村

迭
汝
黄
泉
六
血威
孫

地
下
相
煩
告
公
姥

遺
民
猫
有

一
人
存

貞
姑

の
馬
叢

江
村
に
在
り

汝
を
黄
泉

に
途
る
六
歳

の
孫

地
下
に
相
煩
は
す
公
姥
に
告
ぐ
る
こ
と
を

遺
民

猶
ほ

一
人
の
存
す
る
有
り
と

こ
の
詩
、
結
句
の

「遺
民
」
と
は
、
詩
人
自
身
で
あ
る
こ
と
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
ら
の

「
悼
亡
」
連
作
を
讃
む
と
き
、
顧
炎
武

が
詩
人
と
し
て
何
よ
り
も
表
現
し
た
か

っ
た
の
は
、
自
分
自
身

の
姿
で
は
な
か

っ
た
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
漱
石
が

述

べ
た

「藝
術
は
自
己
の
表
現
に
始
ま
っ
て
自
己
の
表
現
に
終
わ
る
も
の
で
あ
る
。
自
己
を
表
現
す
る
苦
し
み
は
自
己
を
鞭
撞
す
る
苦

よ
み
で
あ
る
。」
と
い
う
藝
術
観
に
似
て
い
る
。
顧
炎
武
の
詩
、
初
期
か
ら
晩
年
の
作
ま
で

一
貫
し
て
い
る
の
は
、
自

我
を
形
象
化
し

て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
詩
に
表
出
さ
れ
る
自
書
像
は
、
「
臣
子
」
「
郡
郵
人
」
等
の
言
葉

で
示

さ
れ

る

初
期
の
詩
の
ご
と

血

顧
炎
武
の
詩
に
お
け
る
自
己
表
出
と
自
我
の
形
象
化

(藤
井
)



中
國
文
學
論
集

第
八
號

く
、
同
志
α
存
在
を
予
想
さ
せ
る
肺
像
伽
私
秘
か
ら
、
こ
の

「悼
亡
じ
詩
に
蝶
曲
に
表
断
さ
れ
る
天
涯
を
放
浪
す
、る
孤
猫
た
族
人
、
逡

民

と
い
う
猫
立
の
形
象
に
攣
化
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
沈
徳
漕

(
一
六
七
二
ー

一
七
六
九
)
は
、
『
明
詩
別
裁
集
』
巻
十

一
に
、
顧
緯
の
名
で
炎
武

の
詩
十

五

首
を
選

し
ふ
次
の

ご
と
く
評
債
す
る
。

詞
は
必
ず
酢
よ
り
出
で
、
事
は
必
ず
精
當
な
り
。
風
霜

の
氣
、
松
柏
の
質
、
爾
者
兼
ね
有
す
。
詩
の
品
に
就
き
で
論
ず
れ
ぼ
、
亦

た
第
二
流
人
と
作
る
を
肯

へ
ん
ぜ
ず
。

沈
徳
漕
は
、
す
で
に
顧
亭
林
詩

に
つ
い
て
、
「
詞
必
己
出
、
事
必
精
當
」
と
指
摘
し
、
さ
ら
に
、
「詩
の
品
」

つ
ま
り
藝
術
面
で
の
等

級
づ
け
と
し
て
も
、
「
亦
不
肯
作
第
二
流
人
」
と
認
め
た
の
で
あ
る
。
沈
徳
潜
は
、
清
代
に
お
け
る
格
調
派
の
最
右
翼

で
あ

る
が
、
性

情

を
主
ん
じ
た
顧
炎
武
の
詩
を
高
く
評
贋
し
た
わ
け
で
あ
る
。
「
詞
必
己
出
」
と
い
う
評
語
は
、
沈
徳
漕
が
顧
亭
林
詩

の
表

現
の
猫
創

性

に
氣
付
い
て
い
た
こ
と
を
暗
示
す
る
。
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
、
沈
徳
漕
が
選
出
し
た
顧
氏
の
詩

は
、
や
は
り

「
詞
は

必
ず
己
よ
り
出
」
た
猫
創
性
を
有
す
る
作
が
多
い
。

一
例
と
し
て
、
「與
江
南
諸
子
別
」
七
律
を
畢
げ
る
。

絶
塞
瓢
零
苦
著
書

蜴
來
行
李
問
何
如

雲
生
岱
北
天
多
雨

水
決
准
嬬
地
上
魚

濁
酒
不
忘
千
載
上

.

絶
塞

に
瓢
零
し
て
書
を
著
は
す
に
苦
し
む

蜴
來
の
行
李

何
如
を
問
ふ

雲
は
岱
北
に
生
じ
て
天
多
く
雨
ふ
る

水
は
惟
嬬
を
決
し
て
地
上
に
魚
あ
り

濁
酒
に
忘
れ
ず
千
載
の
上



荒
難
猫
唱
二
更
絵

諸
公
莫
敷
王
尼
歎

随
塵
容
身
足
草
盧

荒
難
猶
ほ
唱
ふ

二
更
の
籐

諸
公
敷
ふ
莫
か
れ

王
尼
の
歎
き

随
庭
身
を
容
る
る
に
草
盧
足
れ
り

顧
炎
武
は
抗
清
の
同
志
を
求
め
て
の
旅
を
、
こ
の
時

(
一
六
五
九
)
ま
で
、
す
で
に
十
年
以
上
績
け

て

い
た
。
ま

さ
に

「瓢
零
」
の

旅

の
人
生
で
あ

っ
た
。
「諸
君
は
、
否
の
王
尼
が
車
上
に
起
居
し
て

『槍
海
横
流
し
て
、
塵
慮
安
ん
ぜ

ず
』
(自
注
:

『習
書
』
王
尼
傳
)

と
嘆
く
の
を
倣
う
な
。
何
庭

へ
行
こ
う
と
も
身
を
容
れ
る
に
足
る
草

の
盧
は
存
在
す
る
。」
と
歌

っ
て
い
る
が
、
こ

の
獲
言
は
そ
の
ま

ま
自
己
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

五

次

に
、
こ
の
時
期
の
旅
上
の
詩
に
表
わ
れ
る
詩
人
の
自
書
像
が
、
明
朝
滅
亡
當
時

の
抗
戦
意
識
に
燃
え
て
自
己
を
直
裁
に

「
臣
子
」

等

と
表
明
し
た
の
と
は
様
相
を
異
に
し
た
色
合
い
を
帯
び
て
く
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
明
朝
滅
亡
後
十
五
年

、

一
六
五
九
年
と

い
う
年
は
、
桂
王
朱
由
榔
が
呉
三
桂
に
追
わ
れ
て
ビ
ル
マ
に
逃
れ
た
年
で
あ
る
が
、

一
方
で
は
鄭
成
功

・
張
煙
言
等

が
反
攻
し
て
、
江

蘇

の
鎭
江
と
封
岸

の
瓜
洲
で
勝
利
を
牧

め
、
南
京
攻
略
を
開
始
し
た

(六
月
)。
だ
が
、
そ
れ
も
失
敗
に
終
り
七
月
末
に
は
崇

明
島
、

さ
ら
に
そ
の
後
皇
濁
に
退
都
す
る
。
顧
炎
武
が
北
方
か
ら
揚
州
ま
で
南
下
し
た
の
は
、
そ
う
よ
た
明
の
遺
民
の
反
攻

に
樹
慮
し
て
、
自

ら
も
そ
れ
に
参
加
す
る
目
的
で
あ

っ
た

の
で
あ

ろ
う
。
よ
か
よ
、
そ
の
志
も
鄭
成
功
軍
の
敗
退
で
挫
折
す
る
。
そ

の
折
の
詩
作

「
秋

雨
」
五
古
を
畢
げ
、
詩

に
表
出
さ
れ
る
自
我
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

顧
炎
武
の
詩
に
お
け
る
自
己
表
出
と
自
我
の
形
象
化

(藤
井
)

鵬
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生
無
』
錐
土

常
有
四
海
心

流
轄
三
数
年

不
得
蹄
園
林

踪
地
毎
塗
悼

闘
天
久
晴
陰

尚
翼
異
州
賢

山
川
恣
捜
尋

秋
雨
合
潅
洒

一
望
無
高
深

眼
中
隔
泰
山

斧
桐
未
能
任

車
没
断
崖
底

路
輻
崇
岡
界

客
子
何
所
之

停
鰺
且
長
吟

生
く
る
に

一
錐
の
土
無
き
も

常
に
四
海
の
心
有
り

流
轄

三
敏
年

園
林
に
蹄
る
を
得
ず

地
を
踪
め
ぽ
毎
に
塗
潭
日

天
を
閾
え
ば
久
し
く
喧
陰
す

尚
ほ
異
州
の
賢
を
翼
ひ

山
川

恣
ま
ま
に
捜
尋
す

秋
雨
潅
洒
を
合
し

一
望
す
る
も
高
深
無
し

眼
中

泰
山
を
隔
つ

斧
何
未
だ
任
ふ
る
能
は
ず

車
は
断
崖
の
底
に
没
し

路
は
崇
岡
の
零
に
輻
ず

客
子

何
れ
に
之
く
所
ぞ

駿
を
止
め
て
且
く
長
吟
す

醜



奄
父
念
西
渇

精
衛
憐
東
沈

何
以
解
吾
懐

嗣
宗
有
遺
音

奄
父
に
は
西
渇
を
念
ひ

精
衛

に
は
東
沈
を
憐
れ
む

何
を
以
て
吾
が
懐
ひ
を
解
か
ん

嗣
宗
に
は
遺
音
あ
り

こ
の
詩
で
は
、
詩
人
は

「客
子
」
と
し
て
登
場
す
る
。
「
旅
人
は
こ
れ
か
ら
何
塵

へ
行
く
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
馬

を
止

め
て
且
ら

く
長
吟
す
る
。」
と
、
今
か
ら
差
し
當

っ
て
行
く
目
的
地
を
失

っ
た
放
浪
の
人
と
よ
て
描
か
れ
て
い
る
。
長
年
來
、
「異
州
の
賢
」
す
な

わ
ち
抗
清
の
同
志
を
求
め
て
旅
を
績
け
て
來
た
詩
人
の
挫
折

の
心
情
が
醸
し
出
さ
れ
て
い
る
。

顧
炎
武
は
放
浪
の
人
生
を
長
く
迭

っ
た
だ
け
に
、
旅

の
作
が
歎
多

い
。
そ
の
旅
上
の
詩
は
、
旅
先

の
山
河
を
歌
う
に
し
て
も
、
や
は

り
何
ら
か
の
形
で
詩
人
自
身
を
象
徴
さ
せ
る
表
現
を
多
く
用
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
詩
に
表
わ
れ
た
詩
人
の
分
身

・
影
の
よ
う
に
、

そ
の
本
膣
の
形
象
を
爲
す
。
詩
中
に
表
現
さ
れ
た
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
詩
人
の
内
面
の
攣
化
を
自
己
が
意
識
す
る
か
し
な
い
か
に
關
わ

ら
ず
表
出
す
る
。

(
20
)

「北
游
以
前
の
顧
炎
武
」
は
、
已
に
述
べ
た
よ
う
に
、
抗
清
岡
孚
に
参
加
す
る
同
志
の

一
人
と
し
て
描

か
れ
る

こ
と
が
多
か
っ
た

が
、
時
が
経
過
す
る
と
と
も
に
、
清
朝
の
支
配
が
浸
透
し
卒
和
が
回
復
し
て
來
る
と
、
江
南
の
人
心
は
、
抗
清
圖
孚
の
持
績
を
主
張
す

る
顧
炎
武
を
入
れ
な
く
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
全
租
望

に
よ
れ
ば
、
顧
炎
武
の
本
籍
は
江
南

に
あ
る
と
は

い
え
、
少
年
時
代
か

ら

「
顧
怪
」

の
名

で
呼
ば
れ
た
性
癖

は
、
呉
會

の
人
々
と
非
常
に
異
な

っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
郷
里

に
容

れ

ら
れ
な

か

っ
た
と
い

(
21

)

う
。
清
朝
は
支
配
の
貫
徹
の
た
め
に
、
抗
清
の
残
蕉
狩
り
や
弾
塵
を
進
め
、
そ
れ
故
、
故
郷
に
居
ら
れ
な
く
な

っ
た
顧
炎
武
は
江
南
各

蜘

顧
炎
武
の
詩
に
お
け
る
自
己
表
出
と
自
我
の
形
象
化

(藤
井
)
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地
を
轄
轄
と
す
る
。
そ
の
出
立
の
時
の
詩

「
將
有
遠
行
作
時
猫
全
越
」
(
一
六
四
八
年
作
)
を
讃
め
ば
、

去
秋
閾
大
海

今
冬
浮
五
湖

長
歎
天
地
間

人
匠
日
榛
蕪

出
門
多
蛇
虎

局
促
守
一
隅

夢
想
在
中
原

河
山
不
崎
嘔

朝
馳
湛
澗
宅

夕
宿
殻
函
都

神
明
運
四
極

反
以
形
骸
拘

牧
身
蓬
支
中

所
之
若
窮
途

杖
策
當
濁
行

去
秋
大
海
を
閾
ひ

今
多
五
湖
に
浮
か
ぶ

長
歎
す

天
地
の
間

人
匠

日
に
榛
蕪
す
る
を

門
を
出
つ
れ
ば
蛇
虎
多
し

局
促

一
隅
を
守
る

夢
に
想
ふ

中
原
に
在
り
て

河
山
は
崎
嘔
な
ら
ず

朝
に
渥
澗
の
宅
に
馳
せ

夕
べ
に
殺
函
の
都
に
宿
す
る
こ
と
を

神
明
は
四
極
を
運
る
に

反

つ
て
形
骸
を
以
て
拘
せ
ら
る

身
を
蓬
支
の
中
に
牧
め

之
く
所

窮
途
の
若
し

策
を
杖

つ
き
て
當
に
猫
行
す
べ
し

鵬



未
敢
琿
羅
孤

願
登
廣
阿
城

一
覧
輿
地
圖

回
首
八
駿
遙

恨
然
臨
交
衝

未
だ
敢

へ
て
羅
孤
と
な
る
を
潭
ら
ず

願
は
く
は
廣
阿
城
に
登
り

輿
地
圖
を

一
覧

せ
ん

首
を
回
ら
せ
ば
八
駿
遙
か
な
り

恨
然
と
し
て
交
衡
に
臨
む

こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は

「
夢
想
在
中
原
」
の
句
以
下
の
詩
句
で
あ
る
。
こ
の
時
す
で
に
顧
炎
武
に
は
、
江
南
を
睨
出
し
て
中
原
に
復

蹄
す
る
熱
望
が
あ

っ
た
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
決
意
も

「
杖
策
當
濁
行

未
敢
揮
離
孤
」
と
、
孤
濁
な
族
人
と
な
る
七

(
22

)

と
も
譜
さ
な
い
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
猫
行
放
浪
の
旅
人
の
形
象
で
あ
る
。
そ
し
て
、
中
原

へ
の
出
立
は
、
陸
恩
殺
害
事
件
を
契

機
と
し
て
の
入
獄

(
一
六
五
五
)、
翌
年
春
出
獄
し
て
ま
た
二
年
後

(
一
六
五
七
)
の
春
、
敢
行
さ
れ
る
。
實
に
、

こ
の
詩
作

の
時
以
來

十
年
近
く
江
南
地
方
を
放
浪
し
、
そ
の
間
六
度
も
孝
陵
に
謁
し
て
後
、
江
南
を
離
れ
る
の
で
あ
る
。
～北
游
以
前
の
詩
人
は
、
身
を
常
に

危
瞼
に
曝
し
な
が
ら
、
抗
清
運
動
と
同
志
を
求
め
て
旅
す
る
身
で
あ
り
、
そ
の
志
が
途
げ
ら
れ
ず
悲
歎
に
く
れ
な
が
ら
も

「
久
客
傍
ほ

流
轄
し
、
愁
人
猫
り
遠
征
す
」
(旅
中
)
と
我
身
を
詩
に
歌
う
。

と
こ
ろ
が
、
北
游

へ
の
族
上
に
登
っ
て
の
翌
年

二

六
五
八
)、
濟
南
を
過
ぎ
、
も
う
北
京
に
近
く
な

っ
た
と
き

の
七
律

「
自
笑
」
で

は
、
孤
濁
な
旅
人
と
よ
て
の
望
郷
の
念
を
、
屈
折
し
た
氣
持
な
が
ら
も
お
か
し
み
を
持

っ
て
、
次
の
ご
と
く
歌
う
。

自
笑
今
年
未
得
蹄

自
ず
か
ら
笑
ふ
今
年
未
だ
蹄
る
を
得
ざ
る
こ
と
を

酒
樽
詩
巻
欲
何
依

酒
樽
と
詩
巻
は
何
こ
に
依
ら
ん
と
欲
す

斯

顧
炎
武
の
詩
に
お
け
る
自
己
表
出
と
自
我
の
形
象
化

(藤
井
)
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呼
僅
向
曉
牽
長
轡

覚
娼
先
冬
綻
故
衣

黄
耳
不
來
江
表
信

白
頭
終
念
故
山
薇

無
因
化
作
随
陽
雁

一
逐
西
風
笠
澤
飛

憧
を
呼
び
て
曉
に
向
ん
と
し
て
長
轡
を
牽
か
し
め

娼
を
覚
め
て
冬
に
先
だ
ち
て
故
衣
を
綻
は
し
む

黄
耳
は
來
た
さ
ず
江
表
の
信

白
頭
終
に
念
ふ
故
山
の
薇

化
し
て
陽
に
随
ふ
の
雁
と
作
り

一
へ
に
西
風
を
逐
ひ
て
笠
澤
に
飛
ぶ
に
因
無
し

鵬

こ
の
詩
の
尾
聯
に
は
、
「陽
に
随

っ
て
飛
び
渡
る
雁
に
憂
身
し
て
、
秋
の
西
風
が
吹
く
の
を
逐

っ
て
江
南
の
笠
澤
に
飛
び

た

い
が
、

そ
の
す
べ
も
な
い
。」
と
結
ぶ
ご
と
く
、
雁
に
攣
身
し
て
自
由
に
故
郷

へ
飛
び
蹄
り
た
い
氣
持

を
、
「
自
ら
笑
」

い
な
が

ら
歌

っ
て
い

る
。
こ
こ
で
は
、
詩
人
は
自
由
に
室
を
飛
ぶ
雁
に
自
分
を
象
徴
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
顧
炎
武
は
、
自
己
を
鳥
に
託
し

て
詩
中
に
形
象
化
し
よ
う
と
す
る
が
、
こ
の
室
を
飛
ぶ
こ
と
が
出
來
る
鳥
の
形
象
が
表
出
さ
れ
る
の
は
、
北
游
以
後
の
詩
で
あ
る
。
次

の
五
律

「
葡
州
」
で
は
、
よ
り
明
確
に
こ
れ
を
指
摘
で
き
る
。

北
上
漁
陽
道

陰
風
倍
惨
懐

窮
魚
浮
淀
白

華
鳥
向
林
低

故
塑
鹸
安
史

北
の
か
た
漁
陽
の
道
に
上
れ
ば

陰
風
倍
ま
す
惨
棲
た
り

窮
魚
は
淀
み
に
浮
い
て
白
く

華
鳥
は
林
に
向
ひ
て
低
し

故
墨

安
史
を
鯨
し



居
人
半
轡

雲

停
鰺
柳

一
問

幾
日
到
遼
西

居
人

距習
契
半
ば
な
り

鰺
を
停
め
て
柳
か

一
問
す

幾
日
か
遼
西
に
到
ら
ん
と

こ
の
詩
第
四
句
の

「
華
鳥
」
に
、
詩
人
自
注
し
て
、
「
職
國
策

(巻
十
七
楚
四
)、
雁
東
方

よ
り
來
た
る
。
更
巌
、
虚
護
を

以
て
之
を

下
し
、
曰
は
く
、
『
此
れ
華
な
り
』
と
。
註
、
華
と
は
身
に
隠
痛
あ
る
こ
と
、
華
子
の
如
き
こ
と
を
謂
ふ
な
り
。
」
を
引
く
こ
と
か
ら
、

「
輩
鳥
」
が
詩
人
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
詩
の
作
ら
れ
た
葡
州
は
、
今

の
天
津
市
の
最
北
部

で
あ
り
、
顧

炎
武
の
夢
想
す
る
帝
都
の
所
在
す
る
關
中
は
ま
だ
遠
い
。
こ
れ
以
後
、
五
年
近
く
の
間
、
華
北
、
山
東
を
族
し
、
そ
の
間
二
度
江
南
に

蹄

る
が
、
す
ぐ
北
方

へ
引
き
返
す
。
そ
よ
て
、
康
熈
元
年

(
一
六
六
二
)
に
至

っ
て
、
や

っ
と
關
中

へ
の
旅
、
す

な
わ
ち
華
北

か
ら
山

西

・
阪
西

へ
の
旅

へ
と
出
立
す
る
。
年
末
初
め
て
、
華
北
の

「
井
脛
」
か
ら
山
西
に
入
る
が
、
次
に
畢
げ
る
太
原
あ
た
り
で
扮
河
を
渡

っ
た
時
に
作

っ
た
五
律

二

雁
」
の
雁
も
、
お
そ
ら
く
は
顧
炎
武
自
身
の
形
象
で
あ
ろ
う
。

一
雁
度
扮
河

河
邊
積
雪
多

水
枯
清
澗
曲

風
落
介
山
阿

塞
山
愁
書
信

人
間
畏
綱
羅

一
雁

溌
河
を
度
り

河
邊

積
雪
多
し

水
は
枯
る

清
澗
の
曲

風
は
落

つ

介
山
の
阿

塞
山
に
書
信
を
愁

へ

人
間
に
網
羅
を
畏
る

靭

顧
炎
武
の
詩
に
お
け
る
自
己
表
出
と
自
我
の
形
象
化

(藤
井
)
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覆
車
方
有
粟

覆
車
に
方
に
粟
有
り

飲
啄
意
如
何
-

飲
啄

意

如
何

田

因
み
に
、
雁
は
中
國
で
は
漢
の
蘇
武
が
何
奴
に
捕
わ
れ
の
身
と
な
り
、
雁
に
手
紙
を
託
し
た
故
事

(『漢
書
』
蘇
武
傳
)
か
ら
、
手
紙

を
運
ん
で
來
る
鳥
と
さ
れ
る
。
顧
炎
武
は
、
す
で
に

「
千
官
」
の
詩
に
お
い
て
、
「
敦
似
蘇
生
北
海
邊
」
と
自
ず

か
ら

を
蘇

武
に
比
よ

て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
蘇
武
か
ら
雁

へ
の
連
想
が
あ

っ
て
、
我
身
を
雁
に
形
象
化
さ
せ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
。

以
後
、
陳
西
へ
の
旅
を
績
け
る
顧
炎
武
は
、
旅
上
に
あ

っ
て
の
詩
作
を
多
く
残
し
な
が
ら
、
詩
中
に
自
己
の
姿
を
何
ら
か
の
形
で
表

出
さ
せ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
い
な
い
。

蒼
龍
日
暮
還
行
雨

老
樹
春
深
更
著
花

蒼
龍
日
暮
れ
て
還
た
雨
行
ら
し

老
樹
春
深
く
と
て
更
に
花
を
著
く

(又
酬
傅
虚
士
次
韻
)

一
雁
孤
飛
日

關
河
萬
里
秋

一
雁

孤
飛
す
る
日

關
河

萬
里
秋
な
り

(出
雁
門
關
屈
趙
二
生
相
迭
至
此
有
賦
)

偉
節
不
西
行

大
禍
何
縣
解

偉
卸
西
行
せ
ざ
れ
ば

大
渦
何
に
懸
り
て
解
け
ん

(
赴
東
其

一
)



客
子
從
何
來

傍
復
市
邊
立

客
子
何
こ
よ
り
來
た
り

=傍
復
し
て
市
邊
に
立
つ

(赴
東
其
三
)

聞
綜
欲
下
劉
酸
泣

執
巻
方
知
孟
母
慈

綜
を
聞
き
て
下
さ
ん
と
欲
す
劉
酸
の
泣

巻
を
執
り
て
方
に
知
る
孟
母
の
慈

(
先
批
忌
日
)

久
客
燕
代
間

途
與
關
山
老

久
客
燕
代
の
間

途
に
關
山
に
老
ゆ

(
廣

昌
道
中

)

太
行
之
西

一
遺
老

楚
國
爾
襲
秦
四
皓

太
行
の
西
の

一
遣
老

楚
國
の
爾
襲
と
秦
の
四
皓
と

(嵜
問
傅
庭
士
土
堂
山
中
)

こ
れ
ら
の
詩
句
に
み
え
る
蒼
龍
、
老
樹
、

一
雁
、
偉
節
、
客
子
、
劉
酸
、
久
客
、

一
遺
老
、
爾
聾
或

い
は
四
皓
の
名
詞
は
、
い
ず
れ

も
詩
人
を
象
徴
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
北
游
以
前
の
そ
れ
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
「
客
子
」
旅
人
と
よ
て
形
象
は
生
涯

に
わ
た

っ
て
顧

炎
武

の
詩
中
に
表
わ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
北
游
以
前
の
詩
に
多
く
表
明
さ
れ
た

「
臣
子
」
と
し
て
の
詩
人

の
形
象
は
も
う
表
出
さ

れ
て
い
な
い
。
顧
炎
武
詩
に
お
け
る
自
我
の
表
明
は
、
ま
ず
旅
人
と
し
て
形
象
化
さ
れ
な
が
ら
も
、
北
游
以
前
と
以
後
、
大
き
く
攣
化

し
て
ゆ
く
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

m

顧
炎
武
の
詩
に
お
け
る
自
己
表
出
と
自
我
の
形
像
化

(藤
井
)
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晩
年

一
六
七
七
年
に
な

っ
て
、
ど
う
や
ら
顧
炎
武
、
旅

の
人
生
も
終
局
に
向
い
つ
つ
あ

っ
た
。
こ
の
年
ま
で
は
、
華
北

・
山
東

・
山

西

・
陳
西
の
各
地
方
を
毎
年
の
よ
う
に
め
ぐ
り
歩

い
て
い
る
が
、

一
六
七
七
年
以
後
、
山
東

の
地
を
離
れ
、
陳
西
華
陰

の
王
弘
撰

二

六
一
三
-
八
二
)
の
下
に
寓
す
る
時
が
長
く
な
る
。
そ
う

し
た
關
中
す
な
わ

ち
陳
西
定
着
後
の

一
六
七
八
年
の
連
作
に

「關
中
雑
詩
」

五
首
が
あ
る
。
今
、
本
章
の
締
め
括
り
に
、
そ
の
第

一
首
を
犀
げ
て
、
顧
炎
武
詩
獲
想
の
猫
創
性
を
示
す
自
我
の
形
象
化
に
つ
い
て
、

そ
の
意
義
を
考
察
し
た
い
。

文
史
生
涯
拙

關
河
歳
月
螢

幽
情
便
水
竹

逸
韻
老
蓬
蕎

猫
雁
飛
常
迅

寒
難
宿
愈
高

一.闘
西
華
頂

天
下
小
秋
毫

文
史

生
涯
拙
な
く

關
河
に
歳
月
螢
す

幽
情
水
竹
を
便
と
し

逸
韻

蓬
蕎
に
老
ゆ

猫
雁
飛
ぶ
こ
と
常
に
迅
や
か
に

寒
難
宿
す
る
こ
と
愈
い
よ
高
し

一
た
び
西
華

の
頂
を
閾
え
ば

天
下
は
秋
毫
よ
軌
も
小
な
旗

.

皿

こ
の
詩
、
頸
聯
の

「
濁
雁
」
「
寒
難
」
が
顧
炎
武
自
身
の
孤
高
の
象
徴
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
年
の
初
め
、
清
朝

は
、
博
學

鴻
儒
科
實

施
の
詔
を
出
す
。
そ
れ
は
、
主
と
し
て
は
明
史
編
纂

の
開
始
の
た
め
に
、
人
材
を
廣
く
集
め
よ
う
と
し
た
官
吏
任
用
特
別
試
験
で
あ

っ

た
。
海
内
の
優
秀
な
學
者
を
、
科
畢
と
は
別
に
、
特
別
に
推
薦
し
受
験
さ
せ
て
官
吏
と
な
し
、
清
朝
禮
制
下
に
組

み
入
れ
る
目
的
も
あ



っ
た
。
清
朝
に
抵
抗
す
る
人
々
は
、
推
薦
を
僻
退
す
る
が
、
そ
れ
は
死
を
毘
悟
せ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ

っ
た
。
顧
炎
武
も
、
明
史

館
総
裁
の
葉
方
藷

(?
ー

一
六
八
二
)
や
侍
講

の
韓
葵

(
一
六
一二
七
ー

一
七
〇
四
)
に
よ
っ
て
推
薦
さ
れ
た
が
、
勿
論

の
こ
ど
、
死
を
賭
し

て
こ
れ
を
拒
絶
す
る
。
詩
人
は
、
行
方
を
晦
ま
す
た
め
に
再
び
旅
に
出
、
決
し
て
都
に
近
づ
こ
う
と
し
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る

(張
穆

(
23

)

「顧
亭
林
先
生
年
譜
」)。
し
か
し
、
顧
炎
武
の
知
友
の
多
く
は
、
こ
れ
を
拒
む
こ
と
が
で
き
ず
、
「
艮
友
日
零
落
、
棲
棲
猫
無
件
」
(歳
暮
)

と
詩
人
が
歎

い
た
ご
と
く
、
武
臣
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
「關
中
雑
詩
」
の
中
で
、
「
濁
雁
」
に
形
象
化
さ
れ
た
詩
人

の
姿
は
、
確
か
に
孤
高
の
象
徴
で
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
決
し
て
詩
人
が
悦
に
入

っ
た
色
合
い
を
帯
び
る
も
の
で
は
な
く
、
死
を
賭

し
て
清
朝
を
拒
み
績
け
る
と
い
う
、
自
ず
か
ら
の
生
存
の
意
義
を
こ
め
た
も
の
で
あ
り
、
遺
民
の
生
涯
を
全
う
し
よ
う
と
い
う
詩
人
の

不
屈

の
意
志
を
世
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
顧
炎
武
が
詩
中
に
形
象
化
し
た
自
分
の
姿
は
、
明
末
清
初
と
い
う
時
代

に
、
そ
の
時
の
流
れ

に
抗
し
な
が
ら
も
、
自
己
の
意
志
を
生
涯
に
わ
た

っ
て
保
持
し
績
け
よ
う
と
よ
た
自
我
に
忠
實
な
る
詩
人
の
必
然

の
結
果
な
の
で
あ

っ

た
。

結

語

顧
炎
武
の
學
問
は
、
す
で
に
同
時
代
人
か
ら
高
く
評
債
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
彼
の
博
學
を
根
底
と
よ
た

「
博
謹
」
の
研
究
方
法

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の

「
博
謹
」
の
方
法
も
、
顧
炎
武
の
猫
創
性
を
貴
ぶ

「
貴
創
」
の
精
神
に
由
來
す
る
も

の
で
あ

っ
た
。
顧
炎

武
は
、
學
問
に
お
い
て
ま
た
文
學
に
お
い
て
、
濁
創
性
を
重
視
す
る
精
紳
を
自
毘
し
、
ま
た

一
方
で
は

「
文
は
須
ら
く
天
下
に
盆
有
る

べ
し
」
と
主
張
す
る
よ
う
に
、
「経
世
致
用
」
を
標
榜
し
た
の
で
あ
る
。

m

顧
炎
武
の
詩
に
お
け
る
自
己
表
出
と
自
我
の
形
像
化

(藤
井
)
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顧
炎
武
の
濁
創
性
を
重
硯
す
る
精
神
か
ら
は
、
「詩
は
必
ず
し
も
人

々
皆
は
作
ら
ず
」
「
文
人
墓
彷
の
病
」
の
主

張
が
提

出

さ
れ
る

が
、
「
経
世
致
用
」
を
標
榜
す
る
精
神
も
、
猫
創
性
の
自
毘
と
相
ま

っ
て
、
詩
交
に
お
け
る
時
代
性
を
重
覗
す
る
主
張

の
根
底
と
な
っ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
文
學
表
現
に
お
い
て
實
作
面
で
の
濁
創
性
重
視
の
要
黙
は
、
「
詩
は
性
情
を
圭
と
す
」
「
み
ず
か
ら
己
が
意
を
出
だ

す
」
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
詩
人
は
そ
の
時
代
を
直
覗
し
な
が
ら
、
詩
作
に
お
い
て

「
己
意
」
「我
」
を
重
覗
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
、

み
ず
か
ら
の
文
學
の
濁
創
性
の
源
泉
と
し
た
。
「
己
が
意
を
出
だ
す
」
と
い
う
こ
と
は
、
顧
炎
武
の
詩
作
に
あ

っ
て
は
、
自
己

の
生
を

描
く
こ
と
に
蹄
着
し
て
ゆ
く
。
詩
中
に
、
自
分

の
放
浪

の
生
涯

の
姿
を
形
象
化
す
る
こ
と
が
、
顧
炎
武
の
詩
護
想
の
要
諦
と
言
え
る
で

あ
ろ
う
。
天
下
國
家

・
時
代
を
詩
材

に
と
り
な
が
ら
、
ま
た
自
我

の
存
在
を
決
し
て
忘
れ
な
か

っ
た
と
言
え
る

の
で
は
な
い
か
。
そ
れ

(
42
)

は
、
「詩
は
是
れ
心
の
聲
な
り
。
心
に
違
ひ
て
出
だ
す
べ
か
ら
ず
。
亦
た
心
に
違
ひ
て
出
だ
す
能
は
ず
。」
と
主
張

し
た
葉
蔓

(
一
六
二

(
ゐ
)

七
-

一
七
○
三
)
の
ご
と
く
、
清
初
の
詩
論
家
の

「
各
自
の
個
性
を
護
揮
せ
ん
と
欲
す
る
」
思
想
に
共
通
す
る
側
面
を
有
し
て
い
る
。

さ
て
、
詩
中
に
表
出
さ
れ
た
詩
人
の
形
象
は
、
時
代
か
ら
眼
を
離
さ
ず
直
親
し
績
け
た
詩
人
で
あ

っ
た
だ
け
に
、
時
代
の
推
移
の
中

で
そ
の
様
相
が
攣
化
し
て
い
く
。
時
間
的
推
移
の
黙
か
ら
い
え
ば
、
そ
れ
は
初
期
の
詩
に
お
け

る

「
臣
子
」
「
小
臣
」
か
ら
、
晩
年
の

詩
に
多
く
現
わ
れ
る

「
遺
民
」
「遺
老
」

へ
の
攣
化
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
象
徴
の
仕
方
が
、
清

朝

支
配
膣
制
が
浸
透

す
る
の
に
野
し
て
、
翰
晦
の
故
で
あ
ろ
う
が
、
複
雑
と
な

っ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。
「
異
州
の
賢
」
を
索
ね
て
旅
す
を
詩
人
は
、

そ
の
抗
清

の
同
志
が
多
く
見
つ
か
り
さ
え
し
て
お
れ
ば
、
決
し
て
自
己
を

「
一
雁
」
「
猫
雁
」
に
比
す
る
こ
ど
は
な
い
は
ず
で
あ
ろ
う
。

「
臣
子
」
か
ら

「
猫
雁
」

へ
の
形
象
化
の
攣
様
は
、
群
像
の
姿
か
ら
孤
猫
な
旅
人

・
孤
高

へ
の
詩
人
の
自
我
意
識
の
攣
化
を
示
す
も
の

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
顧
炎
武
は
ふ
生
涯
を
放
浪
の
人
生
と
し
た
詩
人
で
あ

っ
た
故
に
旅
す
る
地
方
に
よ
っ
て
も

、
詩
中
に
示
さ
れ
た
自

拠



我
の
形
象
が
攣
化
す
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
北
游
以
前
に
は
ほ
と
ん
ど
無
か

っ
た
室
を
自
由
に
飛
ぶ
鳥
と
り
わ
け
雁

の
イ
メ
ー
ジ
が

形
象
化
さ
れ
る
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
、
興
味
あ
る
問
題
が
存
在
す
る
の
で
、
そ
の
考
察
は
次

の
…機
會

に
待
ち
た

い
。

以
上
要
す
る
に
、
顧
炎
武
の
詩
は
、
顧
炎
武
の
文
學
の
圭
張
を
髄
現
し
て
い
る
黙
が
多

い
。
文
學
表
現
に
お
け

る
猫
創
性
を
自
箆
し

た
詩
人
は
、
「
み
ず
か
ら
己
が
意
を
出
だ
す
」
た
め
に
、
天
下
國
家
の
た
め
に
放
浪
し
績
け
た
自
我
を
形
象
化
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、

自
作

の
詩

に
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
賦
與
し
た
と
言
え
よ
う
。

註

『
租
國
十
二
詩
人
』
(清
華

大
學
中
國
語
文
系

編

北

京

開
明

書
店

一
九

五
三
)

に
、
十

二
詩
人

の

一
人
と

し
て
、
顧
炎
武

を
馬
漢
麟

氏
が
論

じ
て
い
る
。
こ
の
論
文

の
初
出

は
、

一
九
五

一
年
九

月
二
十

二
、

三
、

四
日
付

の

「
光

明
日
報
」

で
あ

る
。

梁
啓

超

『
清
代
學

術

概

論

』
(毫

湾

中

華

書

局
)
九

頁
。
繹

は
、
小
野
和

子
氏
課
注
本

(
東
洋
文
庫
)

に
擦

る
。

梁
啓
超

『
清
代
學
術
概
論

』
が
引
く

『
四
庫
提
要
』

で
あ
り
、

こ
の
鐸

も
小
野
和
子
課
注

『
清
代
學
術
概
論
』

二
十
五
頁

に
擦

る
。

顧
炎
武
が
學
問

に
お
い
て
猫
創
性
を
重
硯

し
た

こ
と
は
、

「
若

音
學
五
書
、
爲

一
生
之
濁
得
、

亦
足
羽
翼

六
経

…
…
」

(與
楊

雪
臣
)
、

「
李

君
因
篤
毎
與
予

言
詩

、

有
猫
得
者
、
今

頗

采

之

…
…
」
(
「
音
學
五
書
後

叙
」
)
に
あ
る
ご
と
く

「
猫
得
」

と
い
う

語
を
愛

用
し
て

い
る
こ
と
も
傍

謹
と
な
ろ
う
。

狩
野
直
喜

『
中

國
哲
學
史

』
五

一
四
頁

。

前

掲

(
1
)
を
古
島
琴

子
氏
が

「
愛
國
詩
人
顧
炎
武
」
と

い
う

題

で
翻
課

し
て
い
る

(「
歴
史
評
論
」

三
七
號
、

一
九

五

二
年

七
月
)
。

ま
た
、
游
國
恩
等
主
編

『
中
國
文
學
史
』
(
人
民
文
學

出

版
肚

一
九

六
四
年
)
な
ど
も

「
顧
炎
武
等
愛
國
作
家
詩
文
」

の
小
題

を
掲
げ

る
。

倉

田
貞
美

氏

『
中
國
近
代
詩

の
研
究
』

に
よ
れ
ば
、
革
命
派
知

識
人

で
は
章
嫡
麟
、
劉
師
培
や
柳
亜
子
等
、
清
朝
遺
老

で
は
林

経
、
楊
鍾
義
が
學
げ

ら
れ

る
。

山
井
湧
氏

「
明
末
清
初
思
想

に
つ
い
て
の

一
考

察
」
(
東
京

支

那
學
報

第

十

一
號
)

に
擦

る
。

佐
藤

一
郎
氏

「
清

の
詩
文
」
(
國
學
院
雑

誌

六
七
i

九
)
。

『
崔
東
壁
遺
書
』
(
顧
頷
剛
編
訂

上
海
亜
東

圖

書

館
)
第

十
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顧
炎
武
の
詩
に
お
け
る
自
己
表
出
と
自
我
の
形
像
化

(藤
井
)



中
國
文
學
論
集

第
八
號

三
揚

「
知
非
集
自
序
」
。
顧

炎
武
と
崔

述

の
關
係

に

つ
い
て
は
、

拙
稿

「
崔

述

の
文

學
思

想
に

つ

い

て
」
(
中
國
文
學

論
集

第

七
號
)
を
参
照
さ
れ
た

い
。

R

・
M

・
リ

ル
ケ
、
佐
藤

晃

一
課

『
若
き

詩

人

へ

の
手

紙

』

に
、
「
藝
術
作

品
は
、

必
然

の
結

果
に
な
る
も

の
な

ら
ぽ
、

よ

い
も

の
で
す

。
」
と
あ
る
。

『
中

國
文
學
史

』
(北
京

大
學

中
文
系

文
學

專

門

化

一
九

五
五

集
膿
編
著

)
下
珊
五
五
七
頁
。

清
水
茂
氏
課
注

『
顧
炎
武
集
』
六
頁
。

前
掲

(
13
)
七
頁
。

亭
林
詩

「
京

口
部
事
」
第

二
首

は
、
「
大
將

臨

江

日

飼
奴
出

塞

時
」
で
始
ま
る
。

明
史
雀

三
百
三
、

列
女

三

に

「
王
貞
女
」
の
傳

が
あ

る
。

嚴

密

に
決
定

す
る
こ
と
が
困
難

な
詩

も
多
く
存
在
す

る
の
で
概

敏

を
あ
げ

る
。

「
京

口
師
事

」
第

一
首

の

「
租
生
」
、
「
帝
京
篇
」

の

「
小
臣
」
、

「
千
里
」

の

「
減
洪
」
、
「
秋
山
」
第

一
首

の

「
郡
邦
人
」
、
「
十

二
月
十
九

日
奉
先
批
藁
葬
」

の

「
臣
子
」

で
あ
る
。

夏
目
漱
石

「
文
展
と
藝

術
」
(
『
漱
石
全
集
』
第
十

一
巻
)
。

「
岡
崎
文

夫

「
北
游
以
前

の
顧

炎

武
」

(文
化

一
ー

二

東
北
大

學
)
。

全
租
望

「
亭
林
先
生
神
道
表
」
(
鮎
埼
亭
集
巻

十
二
)
。

う
蹄
荘

「
迭
顧
寧
人
北
遊
序
」
、
顧
炎
武

「
贈
路

光

隷

太
卒
」
詩

序

に
擦
れ
ば
、
顧
氏

三
代

に
わ
た

っ
て
仕
え

る
陸
恩
と

い
う
下

男
が

い
た
が
、
顧
氏
と
仇
敵

の
間
柄

で
あ

る
同
郷

の
豪
族
葉
氏

(
葉
方
恒
)

の
も
と

に
、
陸
恩
が
寝
返

っ
た
。
陸
恩

は
、
顧
炎

武
の
大
逆
罪

(
鄭
成
功
と

の
連
絡
が
あ

る
こ
と
)
を
告
獲
し
よ

う
と

し
た
の
で
、
顧
炎
武
は

口
封
じ

の
た

め
に
陸
恩
を
捕
え
、

水

に
沈

め
た
。
葉
氏
側

の
陸
恩

の
婿
が
顧
炎
武
を
訴
え
た
。

一
康
熈
十

八
年
、
博
學
宏
詞
科

の

一
等

に
推
さ
れ

た
朱
舞
奪
、
李

因
篤

は
顧
炎
武

の
若
き
友
人

で
あ
り
、

二
等

に
推
さ
れ
た
洛
来

は
顧
氏

の
弟
子

で
あ

っ
た
。

葉
獲

『
原
詩
』
(
外
篇
上
)

青
木
正
児

『
清
代
文
學
評
論
史
』
(
第
五
章

詩

壇

の

自
成

一

家
的
思
想

の
擁
頭
)

一
一
八
頁
。

※

顧
炎
武

の
詩
文

の
引

用
は
、
『顧

亭
林
詩
文

集
』
(中
華
書

局

・
一

九
五
九
年

)
、
黄
汝
成

『
日
知
録

集
繹
』
(
國
學

基
本
叢
書

、
上
海
商

務
印
書

館

・
一
九
三
四
年

)

に
擦
る
。
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