
蕭
し
ょ
う

綱こ
う(

五
〇
三
〜
五
五
一)
の
文
学
は
、
じ
つ
に
豊
穣
で
あ
る
。

彼
の
文
学
で
も
っ
と
も
有
名
な
の
は
、
宮
体
詩
を
ふ
く
む
詩
ジ
ャ
ン
ル

で
あ
ろ
う
が
、
彼
の
作
品
は
、
詩
だ
け
で
は
な
い
。

文
章
方
面
で
も
、
じ
つ
に
多
様
で
あ
る
。
ジ
ャ
ン
ル
だ
け
あ
げ
れ
ば
、

詔
、
令
、
教
、
表
、
啓
、
書
、
序
、
論
、
賦
、
頌
、
銘
、
碑
、
墓
誌
、

墓
誌
銘
な
ど
が
あ
り
、
韻
文
、
散
文
、
政
治
的
文
書
、
学
術
的
文
書
、

文
学
的
文
書
な
ど
、
な
ん
で
も
ご
ざ
れ
と
い
う
印
象
が
あ
る
。
さ
す
が

は
幼
時
、
父
帝

(

蕭
衍)

か
ら
、｢

こ
の
子
は
わ
が
家
の
東
阿

(

曹
植)

だ
な
あ｣

と
嘆
じ
ら
れ
た
だ
け
の
こ
と
は
あ
る
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
彼
が
か
い
た
も
の
は
、
詩
文
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
お
お
く

は
佚
し
て
い
る
が
、
経
史
子
や
仏
教
に
属
す
る

『

礼
大
義』

『

長
春
義

記』
『

老
子
義』

『

荘
子
義』

や
、『

昭
明
太
子
伝』

『

諸
王
伝』

『

法
宝

連
璧』

な
ど
も
あ
っ
た
と
い
う
。
か
く
み
る
と
彼
の
著
述
は
、
ま
こ
と

に
多
種
多
様
だ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

か
く
豊
穣
す
ぎ
る
た
め
、
蕭
綱
の
文
業
全
体
を
み
わ
た
し
、
統
一
的

に
そ
の
文
風
を
解
説
し
、
評
論
し
て
ゆ
く
の
は
、
簡
単
で
は
な
い
。
現

時
点

(

二
〇
二
一
年
末)

で
参
照
で
き
る
も
の
と
し
て
、
年
譜
に
呉
光

興

『

蕭
綱
蕭
繹
年
譜』

(

社
会
科
学
文
献
出
版
社

二
〇
〇
六)

な
ど

が
あ
り
、
テ
キ
ス
ト
へ
の
注
釈
と
し
て
は
肖
占
鵬
・
董
志
広

『

梁
簡
文

帝
集
校
注』

(

南
開
出
版
社

二
〇
一
五)

が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
前

者
は
考
証
が
ゆ
き
と
ど
き
、
た
い
へ
ん
有
用
な
も
の
で
あ
る
が
、
後
者

の
ほ
う
は
、
校
注
が
や
や
簡
略
に
す
ぎ
、
ま
だ
十
全
な
も
の
と
は
い
い

が
た
い
。
そ
の
意
味
で
、
蕭
綱
の
詩
文
を
正
確
に
読
解
し
、
解
釈
し
て

ゆ
く
の
は
、
現
状
で
は
な
お
困
難
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
逆
に
い
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え
ば
そ
の
分
、
や
り
が
い
の
あ
る
課
題
だ
と
い
え
よ
う
。

本
稿
は
、
そ
う
し
た
蕭
綱
文
学
研
究
の
第
一
歩
と
し
て
、
詩
ジ
ャ
ン

ル
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。

羅
宗
強

『
魏
晋
南
北
朝
文
学
思
想
史』

(

中
華
書
局)

に
よ
れ
ば
、

残
存
す
る
彼
の
詩
は
、
二
百
九
十
四
首
に
の
ぼ
る
。
う
ち
、
艶
情
に
属

す
る
も
の
が
百
十
二
首
、
仏
教
の
理
を
か
た
っ
た
も
の
が
十
四
首
、
詠

物
詩
が
四
十
八
首
、
こ
れ
以
外
の
侍
宴
、
応
詔
、
応
令
の
詩
が
二
十
五

首
、
そ
の
他

(

遊
仙
、
宴
遊
、
閑
適
、
述
懐
な
ど)

が
九
十
五
首
だ
と

い
う

(

三
〇
〇
〜
三
〇
一
頁)

。

こ
う
し
た
分
類
や
篇
数
は
、
解
釈
や
数
え
か
た
の
相
違
に
よ
っ
て
変

化
し
て
く
る
の
で
、
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
そ
う
で
あ
っ
て

も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
蕭
綱
詩
の
大
要
が
理
解
で
き
る
し
、
ま
た
そ
の

作
風
の
幅
ひ
ろ
さ
も
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。
彼
は
け
っ
し
て
、
艶
詩
だ

け
の
詩
人
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
幅
ひ
ろ
く
多
様
な
詩
風
を
も
つ
蕭
綱
だ
が
、
彼
の
詩
の
最
良
の

美
質
は
、
那
辺
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
候
補
と
し
て
、
艶
情
の
あ

だ
っ
ぽ
さ
、
仏
理
の
深
遠
さ
、
詠
物
の
機
知
、
閑
適
の
閑
雅
さ
な
ど
、

い
ろ
い
ろ
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
、
ど
れ
が
も
っ
と
も
価
値
が
あ
り
、

称
賛
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
最
良
や
美
質
な
ど
を
論
じ
る
場
合
、
な
に
を

｢

最
良｣

と

し
、
な
に
を

｢

美
質｣

と
み
な
す
か
は
、
ひ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま

だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
い
か
に
の
べ
、
い
か
に
か
た
っ
た
と
し
て
も
、

主
観
的
で
あ
る
こ
と
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
や
む
を
え

な
い
こ
と
だ
。
本
稿
で
は
、
主
観
に
わ
た
る
の
を
お
そ
れ
ず
、
自
分
な

り
の
見
か
た
を
の
べ
て
み
よ
う
と
お
も
う
。

一

清
麗
な
叙
景

こ
れ
ま
で
蕭
綱
の
詩
文
を
よ
ん
だ
な
か
で

(

も
ち
ろ
ん
全
部
で
は
な

い
が)

、
私
が
も
っ
と
も
感
心
し
、
い
い
な
あ
と
お
も
っ
た
の
は
、
艶

麗
な
詩
賦
の
類
で
な
く
、
景
物
を
叙
し
た
書
翰
文
だ
っ
た
。

た
と
え
ば
二
十
九
歳
、
立
太
子
の
直
後
に
か
い
た

｢

与
蕭
臨
川
書｣

が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
書
翰
は
、
地
方
の
臨
川
に
赴
任
し
た
蕭
子
雲
を

慰
労
し
た
も
の
で
あ
る
。
全
体
を
紹
介
す
る
と
な
が
い
の
で
、
感
心
し

た
叙
景
句
だ
け
し
め
す
と
、

し
ず
か
に
ふ
る
雨
が
、
秋
の
お
わ
り
を
つ
げ
、
肌
ざ
む
い
冷
気
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が
、
冬
の
到
来
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。
長
江
周
辺
の
楓
は
払
暁
に

葉
を
お
と
し
、
林
の
木
々
も
黄
変
し
は
じ
め
ま
し
た
。

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
四
句
、
語
句
の
奥
に
秘
め
ら
れ
た
作
者
の
感
受
性
が
、
た
い
へ

ん
す
ば
ら
し
い
。
時
節
が
う
つ
り
ゆ
く
気
配
を
、
繊
細
か
つ
鋭
敏
に
う

つ
し
と
っ
て
い
る
。
時
刻
は
、｢

江
楓
は
曉
あ
か
つ
き

に
落
ち｣

と
あ
る
か
ら
、

早
朝
を
む
か
え
た
こ
ろ
だ
ろ
う
。
あ
る
晩
秋
の
日
の
明
け
が
た
、
蕭
綱

は
、
江
辺
に
ふ
る

｢

零
雨｣

や
木
々
の
変
化
に
よ
っ
て
、
初
冬
の
到
来

に
気
づ
い
た
の
で
あ
る
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
四
句
は
、
た
だ
時
候
が
う
つ
り
か
わ
っ
て
い

る
と
か
、
色
彩
が
き
れ
い
だ
と
か
、
そ
ん
な
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
を
、

か
た
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
は
こ
の
と
き
、
粛
々
た
る
天
の
運
行

を
感
じ
と
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
天
行
は
健
に
し
て
、
な
ん
の
狂
い
も

な
い
。
じ
っ
さ
い
、
い
ま
、
自
分
の
眼
の
ま
え
で
、
零
雨
が
秋
を
お
く

り
さ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
蕭
綱
は
そ
う
し
た
粛
々
た
る
天
の
運
行
に
ハ
ッ

と
気
づ
き
、
畏
敬
の
念
を
い
だ
い
た
。
だ
か
ら
、
そ
の
天
行
に
敬
意
を

表
し
、
晩
秋
の
朝
、
秋
を
お
く
り
、
冬
を
む
か
え
て
い
る
よ
う
す
を
、

し
ず
か
に
み
ま
も
っ
て
い
る

こ
の
四
句
、
私
に
は
そ
の
よ
う
に
感

じ
ら
れ
る
。
鋭
敏
な
感
受
性
に
よ
っ
て
つ
づ
ら
れ
た
、
清
麗
き
わ
ま
る

叙
景
句
だ
と
い
え
よ
う
。

こ
の
書
翰
文
は
、
も
う
一
か
所
す
ば
ら
し
い
叙
景
の
句
を
ふ
く
ん
で

い
る
。
そ
れ
は
、

白
雲
が
空
に
う
か
び
、
青
波
は
無
限
に
つ
づ
き
ま
す
。
あ
な
た

が
出
発
し
た
航
路
を
目
に
す
れ
ば
、
ま
こ
と
に
感
慨
ぶ
か
い
も

の
が
あ
り
ま
す
。

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
白
雲
と
青
波
の
対
偶
は
、
蕭
子
雲
が
旅
途
で
で

く
わ
す
景
色
を
想
像
し
た
も
の
だ
ろ
う
が
、
よ
む
者
に
広
大
無
辺
な
空

間
を
感
じ
さ
せ
る
、
秀
逸
な
字
句
だ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

こ
う
し
た
叙
景
で
留
意
し
た
い
の
は
、
叙
さ
れ
た
景
物
が
、
ひ
と

(

作
者)

に
み
ら
れ
る
だ
け
の
存
在
で
は
な
く
、
意
思
を
有
す
る
か
の

ご
と
く
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
き
に
み
た

｢

零
雨｣

云
々

に
お
い
て
も
、
零
雨
や
軽
寒
は
、
そ
れ
自
身
が
意
思
を
も
っ
て
秋
を
お

く
り
、
冬
を
む
か
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
な
ん
と
な
く
季
節
が
変
化

し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
お
な
じ
く
白
雲
や
青
波
も
、
み
ず
か
ら
の
意

思
と
し
て
天
に
存
在
し
、
長
江
に
た
ゆ
た
っ
て
い
る

。
現
実
と
し

て
は
、
そ
う
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
蕭
綱
の
擬
人
法
め
い
た
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叙
し
か
た
に
よ
っ
て
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

蕭
綱
の
す
ぐ
れ
た
叙
景
に
は
、
こ
う
し
た
印
象
を
有
す
る
も
の
が
お

お
い
。
景
物
が
意
思
を
も
ち
、
無
生
物
が
情
感
を
有
す
る
が
ご
と
く
感

じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
の
叙
景
に
は
、｢

私

(

蕭
綱)

が

景
物
を
み
た

(

き
い
た
、
な
に
か
だ
と
し
っ
た)｣

だ
け
で
な
く
、｢

景

物
が
ひ
ろ
が
る

(

よ
こ
た
わ
る
、
な
に
ご
と
か
を
な
す)｣

と
い
う
叙

し
か
た
も
す
く
な
く
な
い
。

こ
う
し
た
景
物
が
意
思
を
有
す
る
よ
う
な
叙
景
句
は
、
も
ち
ろ
ん
書

翰
文
だ
け
に
み
え
る
の
で
は
な
い
。
本
稿
が
注
目
す
る
詩
の
ジ
ャ
ン
ル

で
も
、
同
種
の
名
句
が
す
く
な
く
な
い
。
こ
こ
で
は
私
の
主
観
で
な
く
、

旧
時
の
文
学
批
評
家
に
指
摘
さ
れ
た
も
の
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
た
と
え

ば

｢

侍
遊
新
亭
応
令
詩｣

に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
叙
景
の
句
が
あ
る
。

沙
文
浪
中
積

川
浪
の
底
に
沙
の
模
様
が
で
き

春
陰
江
上
来

江
辺
に
春
が
す
み
が
た
だ
よ
う

柳
葉
帯
風
転

柳
葉
は
風
に
ふ
か
れ
て
ま
ろ
び

桃
花
含
雨
開

桃
花
は
雨
に
ぬ
れ
な
が
ら
開
花
し
て
い
る
よ

標
題
に
応
令
と
あ
る
の
で
、
お
そ
ら
く
兄
の
蕭
統
に
命
ぜ
ら
れ
て
つ

く
っ
た
の
だ
ろ
う
。
帰
青『

南
朝
宮
体
詩
研
究』

三
百
五
十
三
頁
で
は
、

揚
州
刺
史
だ
っ
た
と
き
の
作
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
新
亭
か
ら
み
た
春

の
川
景
色
が
、
さ
っ
と
一
筆
書
き
の
よ
う
に
叙
せ
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
明
末
清
初
の
陳
祚
明
は

『

采
菽
堂
古
詩
選』

巻
二
十
二

で
、
こ
の
詩
の

｢

沙
文｣

云
々
の
聯
を
と
り
あ
げ
、｢

生
致
饒ゆ
た

か
な
り｣

と
評
し
て
い
る
。
こ
こ
の

｢

生
致｣

と
い
う
の
は
、
生
き
生
き
し
た

致
お
も
む
き

と
い
う
意
で
あ
ろ
う
が
、
景
物

(

沙
文
、
春
陰)

が
意
思
を
有
す

る
か
の
よ
う
、
と
い
い
か
え
て
も
よ
か
ろ
う
。
こ
の
聯
の
下
句

｢

春
陰

江
上
来｣

を
例
に
と
っ
て
い
え
ば
、｢

春
が
す
み

(

春
陰)

が
、
お
の

れ
の
意
思
を
も
っ
て
、
長
江
の
そ
ば

(

江
上)

へ
や
っ
て
き
た｣

と
い

う
ふ
う
に
、
陳
祚
明
も
感
じ
た
の
に
ち
が
い
な
い
。

お
な
じ
く
蕭
綱
の

｢

贈
張
�
詩｣

に
も
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
叙
景
句
が

あ
る
。三

春
�
浦
葉

春
季
に
は
�
浦
の
地
に
緑
葉
が
し
げ
り

九
月
洞
庭
枝

九
月
に
は
洞
庭
あ
た
り
は
樹
枝
だ
け
に
な
る

洞
庭
枝
�
娜

洞
庭
の
樹
枝
は
優
艶
に
は
り
だ
し

�
浦
葉
参
差

�
れ
い

浦ほ

の
緑
葉
も
さ
き
み
だ
れ
る
だ
ろ
う

芬
芳
与
搖
落

そ
う
し
た
緑
葉
の
芳
香
と
樹
枝
か
ら
の
落
葉

倶
応
傷
別
離

ど
ち
ら
も
惜
別
の
情
を
お
こ
さ
せ
て
く
れ
る
な
あ

こ
の
六
句
に
対
し
て
も
、
陳
祚
明
は
同
書
で

｢

生
姿
を
揺よ
う

曳え
い

せ
り｣

と
好
意
的
に
評
し
て
い
る
。
生
姿
を
揺
曳
す
る
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
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く
�
浦
の
緑
葉
と
洞
庭
の
樹
枝
が
、
い
き
い
き
と
眼
前
で
ゆ
れ
て
い
る

か
の
よ
う
だ
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
こ
の

｢

生
姿｣

も
、
さ
き
ほ

ど
の

｢
生
致｣

と
同
種
の
意
味
あ
い
に
ち
が
い
な
い
。
と
す
れ
ば
、
彼

は
こ
の
詩
で
も
、
�
浦
の
緑
葉
と
洞
庭
の
樹
枝
と
が
、
お
の
お
の
そ
れ

自
身
の
意
思
を
も
っ
て
し
げ
り
、
さ
き
み
だ
れ
て
い
る
な
あ
、
と
感
じ

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

私
は
、
か
く

｢

生
致｣

｢
生
姿｣

と
評
さ
れ
る
よ
う
な
叙
景
こ
そ
、

蕭
綱
文
学
の
精
華
で
あ
り
、
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
美
質
で
は
な
い
か
と

お
も
う
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
景
物
や
風
光
が
命
を
ふ
き
こ
ま
れ
、
息
づ

い
て
い
る
よ
う
な
描
写
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
こ
う
し

た
、
命
を
ふ
き
こ
ま
れ
た
よ
う
な
叙
景
を
、｢
息
づ
く
叙
景｣

｢

息
づ
く

描
写｣

な
ど
と
称
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

文
学
史
の
う
え
で
は
、
蕭
綱
は
つ
ね
に
艶
詩
が
注
目
さ
れ
、
言
あ
げ

さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
彼
の
文
学
の
最
良
の
美
質
は
、
艶
情
が
か
も
し

だ
す
コ
ケ
ッ
ト
リ
ー
よ
り
、
こ
の
息
づ
く
よ
う
な
叙
景
に
存
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
お
も
う
の
で
あ
る
。

二

雍
州
で
の
戦
争
体
験

蕭
綱
は
な
ぜ
、
こ
ん
な
息
づ
く
叙
景
を
つ
づ
れ
た
の
か
。

そ
れ
は
、
雍
州
刺
史
だ
っ
た
こ
ろ

(

五
二
三
〜
五
三
〇
、
二
一
歳
〜

二
八
歳)

、
彼
は
、
北
魏
の
軍
と
は
げ
し
い
攻
防
を
く
り
ひ
ろ
げ
た
が
、

そ
の
と
き
の
戦
争
体
験
が
、
彼
の
感
受
性
や
観
察
力
を
き
た
え
た
か
ら

で
は
な
か
っ
た
か
。
た
と
え
ば
彼
が
、
ま
さ
に
そ
の
雍
州
刺
史
だ
っ
た

と
き
、
友
人
の
張
�
に
あ
て
て
か
い
た｢

答
張
�
謝
示
集
書｣

が
の
こ
っ

て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

私
は
以
前
に
西
辺
の
雍
州
に
赴
任
し
、
い
ま
ま
で
四
年
も
駐

屯
し
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
胡
地
特
有
の
濃
霧
が
空
に
み

ち
、
わ
が
征
旗
に
光
が
そ
そ
ぐ
な
か
、
と
き
ど
き
村
里
の
笛
音

が
き
こ
え
、
と
お
く
か
ら
要
塞
の
笳
声
が
き
こ
え
ま
す
。

す
る
と
私
の
心
に
望
郷
の
念
が
き
ざ
し
、
ま
た
勇
猛
な
精
神
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伊
昔
三
辺
、
久
留
四
載
、

胡
霧
連
天
、

時
聞
塢
笛
、

征
旗
払
日
、

遙
聴
塞
笳
、

或
郷
思
悽
然
、
是
以

沈
吟
短
�
、
寓
目
写
心
、
因
事
而
作
。

或
雄
心
憤
薄
。

補
綴
庸
音
、



が
わ
き
お
こ
っ
て
く
る
の
で
す
。
こ
う
し
て
私
は
、
短
詩
を
吟

じ
て
、
下
手
な
詩
句
を
つ
づ
り
ま
す
。
そ
し
て
風
景
を
み
て
思

い
を
叙
し
、
各
様
の
で
き
ご
と
に
応
じ
て
詩
を
つ
く
っ
て
ゆ
く

の
で
す
。

呉
光
興

『

蕭
綱
蕭
繹
年
譜』

に
よ
る
と
、
こ
の
書
翰
は
大
通
元
年

(

五
二
七)

、
蕭
綱
二
十
五
歳
の
と
き
の
作
だ
と
い
う
。
こ
の
時
期
、
蕭

綱
は
雍
州
の
地
で
、
北
魏
と
の
戦
い

(

穣
城
の
包
囲
戦
が
、
と
く
に
は

げ
し
か
っ
た)

に
あ
け
く
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
戦
闘
の
あ
い
ま
に
、

こ
の
書
翰
文
は
か
か
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
、｢

胡
霧｣

云
々
の
二
聯
に
注
目
し
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
蕭
綱

は
、
天
が
運
行
す
る
音
で
は
な
く
、
笛
音
や
笳
声
の
響
き
に
耳
を
か
た

む
け
て
い
る
。
彼
は
な
ぜ
、
そ
ん
な
に
笛
音
に
き
き
い
っ
て
い
る
の
か
。

執
筆
時
の
状
況
を
か
ん
が
え
れ
ば
、
た
ん
な
る
風
流
や
気
ば
ら
し
の
た

め
だ
け
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
蕭
綱
は
日
々
、
戦
場
で
笛
の
音
を
き
き
わ
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
北
魏
軍
の
気
配
や
動
向
を
う
か
が
っ
て
い
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
今
日
は
な
ぜ
か
、
い
つ
も
き
こ
え
る
村
里
の
笛
音
が
き
こ
え

て
こ
な
い
。
さ
ら
に
、[

北
魏
軍
の]

要
塞
の
笳
声
が
き
こ
え
は
す
る

が
、
い
つ
も
と
は
ち
が
っ
て
、
た
け
だ
け
し
い
響
き
が
す
る
。
も
し
か

し
た
ら
北
魏
の
連
中
、
明
日
に
で
も
一
斉
攻
撃
を
企
図
し
て
い
る
の
か

も
し
れ
ぬ
。
よ
し
、
今
晩
そ
っ
と
間
諜
を
は
な
っ
て
、
敵
軍
の
動
き
を

偵
察
さ
せ
て
み
よ
う

な
ど
と
。

こ
れ
は
、
う
が
ち
す
ぎ
た
想
像
か
も
し
れ
ぬ
。
た
だ
そ
う
と
は
い
え
、

こ
の
書
�
中
の

｢

胡�

霧｣

や

｢

征�

旗｣

な
ど
の
語
は
、
戦
争
を
示
唆
す

る
も
の
で
あ
り
、
な
ん
と
な
く
不
穏
な
雰
囲
気
を
た
だ
よ
わ
せ
て
い
る
。

じ
っ
さ
い
、
い
ま
蕭
綱
が
い
る
と
こ
ろ
は
胡
地
で
あ
り
、
塞
笳
が
き
こ

え
る
戦
場
な
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
こ
の
一
節
、
気
ら
く
そ
う
に
笛
の
音
を
き
い
て
い
る
が
、

こ
の
と
き
蕭
綱
は
、
戦
い
の
指
揮
を
と
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
の
書
翰
を
つ
づ
っ
て
い
る
蕭
綱
の
視
界
に
は
、
敵

兵
の
姿
が
う
つ
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ぬ
。
そ
う
し
た
戦
闘
の
さ
な
か
、

あ
る
い
は
そ
の
合あ

い

間ま

を
ぬ
っ
て
、
こ
の
書
翰
は
か
か
れ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。

と
こ
ろ
で
、
戦
場
で
笛
音
を
き
い
た
蕭
綱
は
、
そ
れ
か
ら
ど
う
し
た

の
か
。
彼
は
つ
づ
け
て
い
う
。｢

心
に
望
郷
の
念
が
き
ざ
し
、
ま
た
勇

猛
な
精
神
が
わ
き
お
こ
っ
て
く
る
の
で
す
。
こ
う
し
て
私
は
、
短
詩
を

吟
じ
て
、
下
手
な
詩
句
を
つ
づ
り
ま
す｣

と
。
つ
ま
り
彼
は
、
胡
地
の

笛
音
に
詩
心
を
刺
激
さ
れ
て
、｢

短
�｣

や

｢

庸
音｣

、
つ
ま
り
詩
を
つ
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く
っ
た
の
だ
っ
た
。
お
そ
ら
く
戦
い
が
一
息
つ
き
、
し
ば
ら
く
の
安
息

に
め
ぐ
ま
れ
た
の
で
、
詩
を
つ
く
れ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
文
学

創
作
の
立
場
か
ら
み
る
と
、
雍
州
で
の
戦
争
体
験
は
、
彼
に
詩
を
つ
く

る
き
っ
か
け
も
あ
た
え
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
蕭
綱
の
戦
争
体
験
と
は
、
具
体
的
に
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
の

か
。
そ
し
て
そ
の
体
験
に
よ
っ
て
、
ど
ん
な
詩
を
つ
く
っ
た
の
か
。
そ

れ
ら
が
推
察
で
き
る
の
が
、
彼
の
辺
塞
詩
と
称
さ
れ
る
作
品
群
で
あ
る
。

辺
塞
詩
と
い
え
ば
、
文
学
史
の
上
で
は
、
盛
唐
の
高
適
や
岑
参
、
王

昌
齢
ら
の
名
篇
が
よ
く
し
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
も
し
辺
塞
詩
を
、

｢

辺
境
の
風
土
や
自
然
、
さ
ら
に
そ
こ
で
発
生
す
る

[

異
民
族
と
の]

戦
争
な
ど
を
叙
し
た
作｣

と
定
義
し
た
な
ら
ば
、
蕭
綱
の
い
く
つ
か
の

詩
も
、
そ
う
称
さ
れ
て
よ
か
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
、
林
大
志
氏
の
御
論

｢

論
蕭
綱
的
辺
塞
詩｣

(｢

河
北
大
学
学
報｣

二
〇
〇
〇
―
五
。
の
ち

『

四
蕭
研
究
―
以
文
学
為
中
心』

に
収
録)

に
よ
れ
ば
、
蕭
綱
の
詩
中
、

九
篇
の
作(

い
ず
れ
も
楽
府
題
を
も
つ)

が
、
そ
の
辺
塞
詩
に
該
当
し
、

ま
た
そ
れ
以
外
の
六
篇
に
も
、
同
種
の
語
句
が
み
ら
れ
る
と
い
う
。
そ

う
だ
と
す
れ
ば
蕭
綱
の
詩
中
、
狭
義
に
は
九
篇
、
広
義
に
は
十
五
篇
が
、

辺
塞
詩
に
属
す
る
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
そ
う
し
た
な
か
か
ら
、
蕭
綱
の

戦
争
体
験
が
う
か
が
わ
れ
る
詩
句
を
ひ
い
て
み
よ
う
。

○
従
軍
行

雲
中
亭
障
羽
檄
驚

雲
中
の
辺
塞
で
は
羽
檄
に
お
ど
ろ
き

甘
泉
烽
火
通
夜
明

甘
泉
宮
で
は
烽
火
は
夜
ど
お
し
だ

○
隴
西
行
第
二
首

隴
西
四
戦
地

隴
西
の
地
は
四
方
が
敵
だ
ら
け

羽
檄
歳
時
聞

羽
檄
が
歳
時
ご
と
に
と
ど
く
ほ
ど

○
雁
門
太
守
行
第
二
首

隴
暮
風
恆
急

丘
隴
は
日
が
く
れ
風
が
つ
よ
い

関
寒
霜
自
濃

要
塞
は
さ
む
く
霜
が
お
り
て
い
る

櫪
馬
夜
方
飼

[

夜
襲
せ
ん
と]

深
夜
に
馬
に
餌
を
あ
た
え

辺
衣
秋
未
重

秋
で
も
重
ね
着
は
し
な
い

潜
師
夜
接
戦

軍
を
潜
行
さ
せ
て
夜
に
奇
襲
を
か
け

略
地
曉
摧
鋒

敵
陣
を
う
ば
い
朝
に
反
撃
を
お
わ
ら
せ
た

○
従
頓
暫
還
城
詩

舞
観
衣
常
襞

[

多
忙
で]

舞
台
で
は
衣
装
が
た
た
ま
れ

歌
台
絃
未
張

演
台
の
琴
は
絃い

と

も
は
ら
れ
て
お
ら
ぬ

持
此
横
行
去

軍
務
に
し
た
が
っ
て
東
へ
西
へ

誰
念
守
空
牀

妻
妾
の
独
り
寝
な
ど
お
も
い
や
る
暇
も
な
い

こ
れ
ら
の
内
容
は
、
詩
中
の
も
の
な
の
で
、
そ
の
ま
ま
事
実
で
あ
る
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と
は
み
と
め
が
た
い
。
た
だ
、
戦
争
体
験
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
か
け
た
も

の
で
は
あ
ろ
う
。
戦
場
で
の
蕭
綱
は
、
羽
檄
が
と
び
か
う
な
か
、
敵
襲

に
お
び
え
た
り
、
夜
襲
を
か
け
ん
と
意
気
ご
ん
だ
り
す
る
、
苛
烈
な
日
々

を
お
く
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
三
例
目
の｢

秋
で
も
重
ね
着
は
し
な
い｣

は
、
夜
襲
を
か
け
る
に
は
、
身
が
る
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
こ
う

い
っ
た
の
だ
ろ
う
。

戦
場
で
は
、
い
ろ
ん
な
こ
と
に
警
戒
し
、
敏
感
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
と
え
ば
夜
が
ふ
け
た
こ
ろ
。
風
で
ざ
わ
め
く
木
の
葉
、
あ
た
り

を
お
お
う
漆
黒
の
闇
、
そ
う
し
た
な
か
、
ふ
と
ひ
と
の
気
配
が
感
じ
ら

れ
た
。
ア
ッ
と
お
も
い
き
や
、
瞬
時
お
お
き
な
怒
号
が
あ
が
り
、
敵
の

兵
士
が
な
だ
れ
こ
ん
で
き
た

蕭
綱
は
、
こ
う
し
た
経
験
や
見
聞
を

何
度
か
し
て
き
た
は
ず
だ
。
木
の
葉
の
ざ
わ
め
き
に
は
、
敵
兵
の
足
音

が
ま
じ
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ず
、
暗
闇
に
ま
ぎ
れ
て
敵
兵
が
ひ
そ
ん
で

い
る
や
も
し
れ
ぬ
。
戦
場
で
は
、
そ
う
し
た
心
が
ま
え
が
必
要
で
あ
り
、

ま
た
不
可
欠
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

つ
ね
に
五
感
を
と
ぎ
す
ま
せ
、
周
囲
へ
の
警
戒
を
お
こ
た
ら
な
い
。

そ
う
し
た
日
々
を
す
ご
す
蕭
綱
か
ら
す
れ
ば
、
木
の
葉
や
暗
闇
も
、
け
っ

し
て
た
ん
な
る
無
生
物
や
景
物
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
ざ
わ
め
き
や
奥

底
か
ら
、
い
つ
敵
が
牙
を
む
き
、
お
そ
い
か
か
っ
て
く
る
か
も
し
れ
ぬ
、

ぶ
き
み
で
や
っ
か
い
な
存
在
に
う
つ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
経

験
を
か
さ
ね
る
う
ち
、
彼
は
、
周
囲
の
気
配
を
さ
ぐ
る
感
受
性
や
観
察

力
が
、
す
る
ど
く
な
っ
て
き
た
に
ち
が
い
な
い
。

か
く
み
て
く
れ
ば
、
さ
き
に
み
た

｢

与
蕭
臨
川
書｣

中
の
、｢

零
雨

秋
を
送
り

軽
寒
節
を
迎
う｣

云
々
の
叙
景
も
、
べ
つ
の
見
か
た
が
で

き
る
よ
う
に
お
も
う
。
こ
の
書
�
じ
た
い
は
、
建
康
で
の
立
太
子
後
の

も
の
で
あ
り
、
戦
争
た
だ
な
か
で
の
作
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
に

み
え
る
繊
細
な
感
受
性
は
、
戦
争
体
験
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
き
た
え

ら
れ
、
み
が
き
あ
げ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

か
つ
て
の
日
、
蕭
綱
は
北
伐
軍
の
総
司
令
官
と
し
て
、
冬
の
到
来
や

そ
の
時
節
に
お
け
る
戦
略
を
、
つ
ね
に
か
ん
が
え
て
い
た
は
ず
だ
。
ま

も
な
く
や
っ
て
く
る
寒
冷
の
日
々
。
寒
さ
に
な
れ
ぬ
わ
が
梁
軍
は
、
こ

の
時
期
の
敵
の
攻
撃
に
く
る
し
む
に
ち
が
い
な
い
。
と
す
れ
ば
冬
季
に

お
け
る
要
塞
の
防
御
態
勢
を
、
い
か
に
準
備
し
強
化
し
て
お
く
か
。
戦

闘
用
の
刀
剣
や
弓
矢
だ
け
で
な
く
、
防
寒
用
の
外
套
、
手
袋
、
靴
、
燃

料
、
食
糧
な
ど
も
、
は
や
い
う
ち
か
ら
用
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ

な
ど
と
。
気
象
や
寒
暖
へ
の
敏
感
さ
は
、
戦
局
の
帰
趨
に
も
ひ
び

い
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
し
た
蕭
綱
で
あ
れ
ば
、[

雍
州
刺
史
の
任
を
お
え
て]

建
康
に

90



か
え
っ
た
あ
と
も
、
時
節
の
移
り
か
わ
り
に
敏
感
に
な
ら
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
ろ
う
。

し
ず
か
に
ふ
る
雨
、
肌
ざ
む
い
冷
気
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
蕭
綱
は

だ
れ
よ
り
も
は
や
く
、
時
節
の
変
化
に
気
づ
い
た
。
そ
し
て
そ
の
鋭
敏

な
眼
で
、
長
江
の
周
辺
を
み
わ
た
し
て
み
る
と
、
た
し
か
に
、
楓
は
葉

を
お
と
し
、
木
々
も
黄
変
し
は
じ
め
て
い
る
。
あ
あ
、
天
行
健
な
り
。

い
ま
ま
さ
に
、
秋
が
お
わ
り
、
冬
が
や
っ
て
こ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ

う
お
も
う
や
い
な
や
、
ふ
と
彼
の
脳
裏
に
、｢

零
雨

秋
を
送
り｣

云
々

の
語
句
が
う
か
び
あ
が
っ
て
き
た
…
…
。

三

息
づ
く
詩
句

そ
う
し
た
苛
烈
な
雍
州
時
代
を
へ
て
、
二
十
八
歳
の
と
き
、
蕭
綱
は

揚
州
刺
史
と
し
て
建
康
に
か
え
っ
た
。
そ
し
て
翌
年
、
兄
の
急
逝
を
う

け
て
皇
太
子
と
な
り
、
以
後
は
ず
っ
と
繁
華
な
建
康
で
、
監
国
撫
軍
に

い
そ
し
む
身
分
と
な
っ
た
。
辺
地
の
雍
州
と
は
、
す
っ
か
り
様
が
わ
り

し
た
境
遇
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
建
康
へ
の
帰
還
以
後
、
戦
争
体
験
で
き
た
え
ら
れ
た
蕭
綱
の

感
受
性
や
観
察
力
は
、
ど
う
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
き
え
て
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、｢

零

雨
送
秋｣

云
々
や

｢

春
陰
江
上
来｣

云
々
の
息
づ
く
叙
景
は
、
雍
州
を

さ
っ
た
あ
と
で
か
か
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

た
だ
詩
の
内
容
に
、
顕
著
な
変
化
が
発
生
し
た
。
そ
れ
は
、
彼
の
詩

か
ら
、
辺
塞
や
戦
争
の
話
題
が
と
ぼ
し
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
か
わ
り
、
艶
情
を
叙
し
た
内
容
が
お
お
く
な
っ
て
き
た
。

こ
れ
は
、
と
う
ぜ
ん
の
こ
と
だ
ろ
う
。
繁
華
な
都
で
あ
る
建
康
に
は
、

雍
州
の
ご
と
き
軍
事
用
の
要
塞
や
施
設
は
あ
り
え
な
い
。
彼
の
周
囲
か

ら
、
も
の
も
の
し
い
軍
装
の
将
兵
た
ち
の
姿
が
き
え
、
艶
美
な
歌
姫
や

妓
女
た
ち
が
ふ
え
て
き
た
。
彼
自
身
も
、
北
魏
軍
と
の
戦
争
対
策
に
神

経
を
す
り
へ
ら
す
こ
と
も
、
建
康
へ
の
望
郷
に
心
を
い
た
め
る
こ
と
も
、

な
く
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
彼
が
つ
く
る
詩
か
ら
、

辺
塞
や
戦
争
に
関
す
る
話
題
が
う
す
れ
て
い
っ
た
の
も
、
と
う
ぜ
ん
の

こ
と
だ
っ
た
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
健
康
に
帰
還
し
た
の
ち
、
彼
は
艶
詩
だ
け
つ
く
っ
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
以
外
に
も
、
た
と
え
ば

[

右
の
羅
宗
強
氏
の

分
類
に
し
た
が
う
と]

侍
宴
や
応
詔
、
宴
遊
、
閑
適
な
ど
の
詩
も
た
く

さ
ん
つ
く
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
作
の
な
か
に
、
右
で
の
べ
た
よ
う
な

息
づ
く
叙
景
が
す
く
な
く
な
く
登
場
し
、
当
該
の
詩
に
、
ふ
か
い
陰
翳
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を
そ
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
章
で
は
、
そ
う
し
た
艶
詩
以
外
の
詩
か
ら
、
息
づ
く
よ
う
な
叙

景
を
さ
が
し
て
み
よ
う
。
蕭
綱
の
詩
は
創
作
年
が
わ
か
り
に
く
く
、
い

つ
の
作
と
は
断
定
し
に
く
い
も
の
が
お
お
い
。
内
容
面
か
ら
推
測
し
て

い
き
な
が
ら
、
以
下
で
、
こ
の
時
期

(

建
康
帰
還
以
後)

と
お
も
わ
れ

る
詩
を
、
い
く
つ
か
紹
介
し
て
み
よ
う
。

�
風
度
函
谷

空
た
か
く
秋
風
が
函
谷
関
を
わ
た
っ
て
き

墜
露
下
芳
枝

露
は
樹
枝
に
お
り
て
い
る

緑
潭
倒
雲
気

潭
水
は
雲
を
さ
か
さ
ま
に
映
じ

青
山
銜
月
規

青
山
は
月
を
く
わ
え
こ
ん
で
い
る

花
心
風
上
転

花
芯
は
風
で
こ
ろ
び
ゆ
き

葉
影
樹
中
移

葉
影
は
樹
中
で
う
つ
り
ゆ
く

外
遊
独
千
里

郊
外
に
で
て
て
千
里
に
ひ
と
り

夕
嘆
誰
共
知

夕
べ
に
嘆
じ
て
も
だ
れ
が
気
づ
こ
う

こ
れ
は

｢

秋
夜｣

と
題
さ
れ
た
詩
で
、
右
で
す
べ
て
で
あ
る
。
こ
の

詩
、
末
二
句
以
外
は
い
ず
れ
も
、
景
物
が
主
語
の
擬
人
ふ
う
書
き
か
た

が
さ
れ
て
お
り
、
息
づ
く
叙
景
だ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
と
く
に
冒
頭

の

｢

高
風｣

句
は
、
あ
た
か
も
秋
が
意
思
を
も
っ
て
函か
ん

谷こ
く

関か
ん

を
わ
た
っ

て
き
た
、
と
い
う
印
象
を
あ
た
え
る
。
ま
た

｢

�
潭｣

二
句
も
、
た
ん

な
る
山
水
描
写
で
な
く
擬
人
的
に
叙
さ
れ
て
い
る
の
に
注
意
し
よ
う
。

緑
が
か
っ
た
潭
水
が
雲
を

｢

倒
さ
か
さ
ま｣

に
う
つ
し
、
青
山
が
月
を

｢

銜く
わ｣

え
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
づ
い
て
、
い
ろ
ん
な
詩
中
か
ら
、
息
づ
く
よ
う
な
叙
景
の
句
を
さ

が
し
、
そ
れ
を
ぬ
き
だ
し
て
み
よ
う
。

�
納
涼

避
暑
高
梧
側

暑
さ
を
さ
け
ん
と
高
梧
の
樹
の
蔭か

げ

に
は
い
る
と

軽
風
時
入
襟

微
風
が
襟え

り

へ
は
い
っ
て
き
た

落
花
還
就
影

花
も
影
を
え
ら
ん
で
落
下
し

驚
�
乍
失
林

�
も
さ
っ
と
林
の
な
か
へ
に
げ
こ
ん
だ

�
秋
晩

浮
雲
出
東
嶺

浮
雲
は
東
嶺
の
ほ
う
に
で
て

落
日
下
西
江

落
日
は
西
江
に
し
ず
ん
で
ゆ
く

促
陰
横
隠
壁

影
は
横
ざ
ま
に
壁
を
か
く
し
て
ゆ
き

長
暉
斜
度
窓

夕
陽
は
な
な
め
に
窓
を
わ
た
っ
て
ゆ
く

�
晩
景
納
涼

烏
棲
星
欲
見

烏
は
や
す
み
星
が
で
て
こ
よ
う
と
し

河
浄
月
応
来

流
れ
は
す
み
月
が
の
ぼ
っ
て
き
そ
う

�
蒙
預
懴
悔
詩
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庭
深
林
彩
艶

庭
は
奥
ぶ
か
く
林
中
の
樹
々
が
林
が
妍
を
き
そ
い

地
寂
鳥
声
喧

地
は
寂
然
な
る
も
鳥
が
さ
わ
が
し
い

�
和
湘
東
王
首
夏

欲
待
華
池
上

池
の
そ
ば
で
ま
ち
つ
づ
け
れ
ば

明
月
吐
清
光

明
月
が
清
光
を
は
な
ち
は
じ
め
た

こ
こ
に
あ
げ
た
詩
句
は
、
い
ず
れ
も
擬
人
ふ
う
表
現
が
な
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
、
ご
注
意
い
た
だ
き
た
い
。
各
事
例
に
解
説
を
つ
け
て
お
こ

う
。�

は
標
題
が

｢

納
涼｣

で
あ
る
の
で
、
あ
つ
い
夏
の
作
だ
ろ
う
。
夏

の
さ
か
り
、
ひ
と
は
木
の
蔭
に
す
ず
む
が
、
花
や
�
ま
で
も
、
す
ず
し

い
と
こ
ろ
へ
逃
避
し
て
い
る
と
い
う
、
す
こ
し
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
詩
句
で

あ
る
。
花
や
�
が
、
ひ
と
と
ど
う
よ
う
、
意
思
を
も
っ
て
暑
さ
か
ら
に

げ
だ
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。

�
で
も
、
秋
の
夕
暮
れ
、
影
が
ひ
ろ
が
っ
て
ゆ
く
の
を
、｢
壁
を
か

く
し
て
ゆ
き｣

と
表
現
し
、
夕
陽
が
移
動
し
て
ゆ
く
の
を
、｢

窓
を
わ

た
っ
て
ゆ
く｣

と
つ
づ
っ
て
い
る
。
と
も
に
、
影
や
夕
陽
が
意
思
を
も

ち
つ
つ
、｢

壁
を
か
く
し｣

｢

窓
を
わ
た
っ
て
ゆ
く｣

か
の
よ
う
だ
。
つ

ま
り
、
息
づ
く
叙
景
に
な
り
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
�
で
は
星
と
月
、
�
で
は
林
と
鳥
が
、
擬
人
ふ
う
に
叙
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
、
星
や
月
の
か
わ
り
に
、
美
人
や
良
人
な
ど
の

語
を
い
れ
て
も
、
そ
の
ま
ま
通
用
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
な
か
、
と
く
に
秀
逸
な
表
現
だ
と
お
も
わ
れ
る
の
が
�
で

あ
る
。
二
句
目

｢

明
月

清
光
を
吐は

く｣

と
い
う
言
い
か
た
は
、
た
だ

の
擬
人
ふ
う
表
現
を
こ
え
て
、
ま
さ
に
、
卓
越
し
た
息
づ
く
描
写
で
あ

り
、
叙
景
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
ど
の
例
も
、
無
生
物
が
情
感
を
有
し
、
景
物
が
意
思
を

も
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
あ
た
え
る
。
私
は
、
こ
う
し
た
表
現

は
、
た
だ

｢

擬
人
法
を
つ
か
っ
た
も
の｣

だ
け
で
か
た
づ
け
る
の
で
な

く
、
蕭
綱
の
鋭
敏
な
感
受
性
や
観
察
力
に
む
す
び
つ
け
て
、
理
解
す
べ

き
で
は
な
い
か
と
お
も
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
表
現
の
淵
源
は
、
や
は
り
雍
州
に
お
け
る
彼
の
苛
烈
な
戦

争
体
験
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
の
体
験
が
、
蕭
綱
の
感
受
性
や
観

察
力
を
す
る
ど
く
し
た
こ
と
は
、
前
述
し
た
。
そ
う
し
た
感
受
性
や
観

察
力
が
、
こ
う
し
た
詩
句
を
う
ん
だ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

た
と
え
ば
、｢

影
は
�
ざ
ま
に
壁
を
か
く
し
て
ゆ
き

夕
陽
は
な
な

め
に
窓
を
わ
た
っ
て
ゆ
く｣

(

長
暉
斜
度
窓
、
促
陰
横
隠
壁)

の
ご
と

き
擬
人
ふ
う
表
現
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
擬
人
化
の
む
こ
う
に
生
じ
る
、

｢

明
月
が
清
光
を
は
な
ち
は
じ
め
た｣

(

明
月
吐
清
光)

の
息
づ
く
よ
う
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な
描
写
は
、
雍
州
で
の
戦
争
体
験
が
な
け
れ
ば
、
う
ま
れ
て
こ
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、

雍
州
で
の
戦
争
体
験

←

鋭
敏
な
感
受
性
や
観
察
力

←

(

擬
人
ふ
う
表
現)

←

息
づ
く
叙
景

と
関
連
づ
け
る
こ
と
も
、
そ
れ
ほ
ど
荒
唐
無
稽
な
連
想
で
は
な
い
よ
う

に
お
も
う
。

こ
う
し
た
擬
人
ふ
う
表
現
や
息
づ
く
叙
景
は
、
概
し
て
季
節
の
移
ろ

い
に
関
し
た
も
の
が
お
お
い
。
だ
が
、
右
�
の

｢

庭
は
奥
ぶ
か
く
林
中

の
樹
々
が
妍け

ん

を
き
そ
い｣

云
々
は
、｢

蒙
預
懴
悔
詩｣

中
に
あ
る
も
の

で
あ
り
、
仏
教
に
関
連
し
た
詩
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
擬
人
ふ
う
表
現
や

息
づ
く
叙
景
は
、
内
容
を
と
わ
ず
、
ど
ん
な
詩
で
あ
っ
て
も
布
置
さ
れ

う
る
も
の
で
あ
り
、
じ
っ
さ
い
、
蕭
綱
は
そ
う
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く

習
い
性
と
な
っ
て
、
こ
う
し
た
表
現
や
叙
し
か
た
が
、
い
ろ
ん
な
詩
文

の
な
か
に
で
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
戦
争
に
従
事
し
た
者
が
す
べ
て
、
こ
う
し
た
息
づ
く
叙
景

を
つ
づ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
こ
の
蕭
綱
は
、

父
帝
に
よ
っ
て
曹
植
の
再
来
と
嘆
じ
ら
れ
、
七
歳
に
し
て
詩
癖
あ
っ
た

と
い
う
、
天
与
の
才
の
持
ち
ぬ
し
だ
っ
た
。
そ
う
し
た
彼
に
と
っ
て
、

か
つ
て
の
雍
州
で
の
日
々
は
、
詩
嚢
を
さ
ら
に
ゆ
た
か
に
す
る
も
の
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
、
雍
州
と
そ
こ
で
の
戦
争
体
験
は
、
彼
の
感
受
性
や
観

察
力
を
み
が
き
あ
げ
た
だ
け
で
な
く
、
息
づ
く
叙
景
を
つ
づ
る
能
力
も

付
与
し
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
私
は
、
当
時
に
お
い
て
、
こ
の
蕭
綱

こ
そ
、
ひ
ん
ぱ
ん
に
、
そ
し
て
巧
緻
に
、
こ
う
し
た
息
づ
く
叙
景
を
つ

づ
れ
た
文
人
、
あ
る
い
は
そ
の
ひ
と
り
だ
っ
た
ろ
う
、
と
お
も
う
の
で

あ
る
。

四

艶
詩
中
の
叙
景

こ
う
し
た

｢

息
づ
く
叙
景｣

や

｢

息
づ
く
描
写｣

は
、
艶
詩
の
な
か

で
も
利
用
さ
れ
て
い
る
。

艶
情
と
叙
景
と
は
、
い
っ
け
ん
水
と
油
の
ご
と
く
仲
が
わ
る
い
よ
う

に
お
も
わ
れ
る
。
し
か
し
意
外
に
も
、
そ
れ
ほ
ど
相あ

い

性
し
ょ
う

は
わ
る
く
な
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か
っ
た
よ
う
で
、
と
き
に
艶
詩
中
で
も
な
か
よ
く
同
居
し
て
い
る
。
も

ち
ろ
ん
、
中
心
は
艶
情
が
し
め
て
い
る
の
だ
が
、
叙
景
は
そ
れ
を
ひ
き

た
て
、
き
わ
だ
た
せ
る
役
目
を
は
た
し
て
い
る
。
つ
ま
り
楚
々
た
る
、

あ
る
い
は
妖
艶
な
美
女
の
背
景
と
な
っ
て
、
閨
怨
の
情
趣
を
た
か
め
、

雰
囲
気
を
も
り
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
叙
景
が
比
較
的
お
お
い
艶
詩
か
ら
あ
げ
よ
う
。
す
る
と
、
つ

ぎ
の

｢

秋
閨
夜
思｣

が
そ
れ
だ
ろ
う
。

非
関
長
信
別

離
縁
さ
れ
長
信
宮
に
隠
棲
し
た
の
で
な
く

�
是
良
人
征

良
人
が
出
征
し
た
の
で
も
な
い

九
重
忽
不
見

だ
が
思
い
び
と
が
不
意
に
姿
を
け
し

万
恨
満
心
生

私
の
心
は
後
悔
ば
か
り

夕
門
掩
魚
鑰

夕
べ
の
門
は
錠
前
を
と
ざ
し

宵
牀
悲
画
屏

寝
室
の
屏
風
の
ま
え
で
か
な
し
む

迴
月
臨
窓
度

月
の
光
は
窓
を
め
ぐ
り
ゆ
き

吟
虫
繞
砌
鳴

鳴
く
虫
が
石
畳
で
声
を
あ
げ
る

初
霜
隕
細
葉

初
霜
は
細
葉
を
お
と
し

秋
風
駆
乱
螢

秋
風
が
螢
を
お
い
や
っ
て
い
る

故
粧
猶
累
日

あ
ら
た
に
化
粧
も
せ
ず

新
衣
製
未
成

新
衣
も
ま
た
で
き
あ
が
ら
な
い

欲
知
妾
不
寐

私
の
寝
も
や
れ
ぬ
心
情
た
る
や

城
外
搗
砧
声

城
外
に
ひ
び
く
砧

き
ぬ
た

の
音
の
よ
う
だ

こ
の
詩
は
、
思
い
び
と
が
不
意
に
姿
を
け
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
の

こ
さ
れ
た
女
性
が
せ
つ
な
い
思
い
を
か
た
っ
た
、
閨
怨
ふ
う
の
内
容
で

あ
る

(

こ
れ
で
全
部)

。
と
す
れ
ば
、
や
は
り
艶
詩
に
分
類
さ
れ
る
べ

き
だ
ろ
う
。

そ
う
し
た
な
か
に
、
七
句
目

｢

迴め
ぐ

る
月
は
窓
に
臨
み
て
度わ
た

り｣

云
々

の
叙
景
が
、
四
句
に
わ
た
っ
て
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
四
句
、｢

迴

月
は｣

｢

吟
虫
は｣

｢

初
霜
は｣

｢

秋
風
は｣

な
ど
と
、
無
生
物
を
主
語

と
し
た
擬
人
ふ
う
表
現
を
と
っ
て
い
て
、
晩
秋
の
気
配
を
か
も
し
だ
し

て
い
る
。
と
く
に

｢

初
霜
は
細
葉
を
隕お

と
し
�
秋
風
は
乱
螢
を
駆か

る｣

は
、
た
く
み
に
秋
冬
の
交
替
を
暗
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
稿
の
冒
頭

に
提
示
し
た
、
あ
の

｢

零
雨
は
秋
を
送
り
、
軽
寒
は
節
を
迎
う｣

を
彷

彿
さ
せ
る
息
づ
く
叙
景
だ
と
い
え
ば
、
す
こ
し
ほ
め
す
ぎ
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
す
ぐ
気
づ
く
こ
と
だ
ろ
う
が
、
詩
全
体
か
ら
み
れ
ば
、

こ
の
四
句
は
直
後
の

｢

故
粧
も
て
猶な

お
日
を
累か
さ

ね｣

云
々
の
閨
怨
を
ひ

き
だ
す
、
興

き
ょ
う

ふ
う
の
役
わ
り
を
は
た
し
て
い
る
。
も
の
さ
び
し
い
晩

秋
の
景
物
を
前
置
し
て
、
女
性
の
悲
し
み
を
ひ
き
だ
そ
う
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
息
づ
く
叙
景
が
、
閨
怨
の
先
ば
ら
い
役
を
つ
と
め
て
い
る
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と
も
い
え
よ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
艶
詩
の
す
べ
て
が
、
こ
う
し
た
叙
景
の
句
を
前
置
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
艶
詩
中
に
叙
景
が
あ
る
と
、
閨
怨
に
し

ろ
、
舞
い
す
が
た
に
し
ろ
、
化
粧
場
面
に
し
ろ
、
よ
り
つ
よ
く
、
惻
惻

と
し
た
情
趣
が
か
も
し
だ
さ
れ
、
女
性
の
美
が
ひ
き
た
て
ら
れ
る
よ
う

だ
。
じ
っ
さ
い
、
右
の
詩
で
、
も
う
い
ち
ど
、｢

迴
月｣

四
句
を
略
し

て
お
読
み
い
た
だ
き
た
い
。
艶
情
ふ
う
詩
句
だ
け
だ
と
、
な
に
か
一
本

調
子
で
情
趣
が
と
ぼ
し
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

『

詩』

の
六り
く

義ぎ

の
な
か
に
、
賦ふ

、
比ひ

、
興
き
ょ
う

の
三
叙
法
が
あ
る
こ
と
は
、

よ
く
し
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
艶
詩
に
適
用
さ
せ
れ
ば
、
艶
情
だ
け
で

終
始
す
る
の
が
賦
で
あ
り
、
叙
景
を
ま
じ
え
る
の
が
興
や
比
に
あ
た
ろ

う
。
や
は
り
賦
の
叙
法
だ
け
で
な
く
、
興
や
比
も
ま
じ
え
た
ほ
う
が
、

単
調
に
な
ら
ず
、
情
趣
が
た
だ
よ
い
、
風
情
が
ひ
き
た
て
ら
れ
る
よ
う

に
お
も
わ
れ
る
。

同
種
の
、
叙
景
が
艶
情
を
ひ
き
た
て
て
い
る
例
を
、
い
く
つ
か
あ
げ

て
み
よ
う
。
ま
ず
は

｢

倡
楼
怨
節｣

と
題
さ
れ
る
詩
。

朝
日
斜
来
照
戸

朝
陽
が
斜
め
に
や
っ
て
き
て
戸
に
さ
し
こ
み

春
鳥
争
飛
出
林

春
鳥
が
き
そ
っ
て
林
を
と
び
だ
す

片
光
片
影
皆
麗

日
向
も
物
陰
も
気
も
ち
が
よ
い
が

一
声
一
囀
煎
心

鳥
の
さ
え
ず
り
に
私
の
心
は
い
ら
つ
く

上
林
紛
紛
花
落

上
林
で
は
花
が
ヒ
ラ
ヒ
ラ
ま
い
お
ち

淇
水
漠
漠
苔
浮

淇
水
で
は
苔
が
ひ
っ
そ
り
う
か
ぶ

年
馳
節
流
易
尽

歳
が
す
ぎ
時
節
が
か
わ
り
ゆ
く
な
か

何
為
忍
憶
含
羞

私
の
思
い
を
告
白
せ
ず
に
い
ら
れ
よ
う
か

こ
の
詩
は
標
題
か
ら
み
れ
ば
、
青
楼
に
い
る
女
性
が
、
ひ
そ
か
に
思

い
び
と
を
し
た
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う

(

こ
れ
で
全
部)

。
鳥
の
さ
え
ず

り
に
心
が
い
ら
つ
く

(

四
句
目)

の
は
、
自
分
の
容
色
が
し
だ
い
に
お

と
ろ
え
て
ゆ
く
か
ら
。
だ
か
ら
、
は
や
く
あ
の
ひ
と
に
告
白
せ
ね
ば

(

末
句)

と
い
う
と
こ
ろ
か
。｢

朝
日
斜
め
に
来
た
り
て
戸
を
照
ら

し
�
春
鳥
争
い
飛
び
て
林
を
出
づ｣

や
、｢

上
林
に
紛
紛
と
し
て
花
落

ち
�
淇
水
に
漠ば

く

漠ば
く

と
し
て
苔
浮
か
ぶ｣

の
対
偶
は
、
例
に
よ
っ
て
、
朝

日
が
、
春
鳥
が
、
花
が
、
苔
が
、
と
擬
人
的
な
描
写
で
あ
る
。
こ
う
し

た
叙
景
に
よ
っ
て
、
あ
と
に
で
て
く
る
艶
情

(

末
二
句)

を
ひ
き
た
て

て
い
る
の
に
注
意
し
よ
う
。

つ
づ
い
て
、｢

倡
婦
怨
情
十
二
韻｣

と
い
う
詩
を
あ
げ
よ
う
。

綺
窓
臨
畫
閣

綺
窓
は
絵
模
様
の
部
屋
に
あ
り

飛
閣
繞
長
廊

飛
閣
は
長
廊
に
と
り
ま
か
れ
て
い
る

風
散
同
心
草

ふ
く
風
は
同
心
草
を
ゆ
ら
し
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月
送
可
憐
光

月
は
風
情
あ
る
光
を
は
な
っ
て
い
る

髣
髴
簾
中
出

お
ぼ
ろ
げ
に
簾
中
よ
り
で
て
き
た

妖
麗
特
非
常

世
に
も
め
ず
ら
し
き
妖
艶
な
美
女

…
…

こ
の
詩
は
、
後
半
を
省
略
し
た
。
右
の
三
・
四
句
目

｢

風
は
同
心
の

草
を
散
じ
�
月
は
可
憐
の
光
を
送
る｣

が
、
擬
人
ふ
う
の
息
づ
く
描
写

で
あ
る
。
こ
の
二
句
は
、
上
二
句
と
と
も
に
、
直
後
の

｢

妖
麗｣

な
美

女(

髣
髴
と
し
て
云
々)

を
、
あ
で
や
か
に
詩
中
に
ひ
き
い
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
も
、
息
づ
く
叙
景
が
女
性
の
妖
艶
さ
を
き
わ
だ
た
せ
て
い
る
の

で
あ
る
。

ま
た
、｢

同
劉
諮
議
詠
春
雪｣

と
題
さ
れ
た
詩
も
あ
げ
て
み
よ
う
。

晩
霰
飛
銀
礫

夜
の
霰
は
銀
の
小
石
を
と
ば
す
よ
う

浮
雲
暗
未
開

浮
雲
が
た
れ
こ
め
て
隙
間
も
な
い
ほ
ど

入
池
消
不
積

雪
片
は
池
に
お
ち
て
つ
も
ら
ず

因
風
墮
復
來

た
だ
風
に
ふ
か
れ
浮
揚
す
る
ば
か
り

思
婦
流
黄
素

思
婦
は
黄
絹
を
お
り
つ
づ
け

温
姫
玉
鏡
台

美
人
は
化
粧
台
の
鏡
の
ま
え

看
花
言
可
挿

花
を
み
て
髪
に
さ
す
と
い
う
が

定
自
非
春
梅

そ
れ
は
た
ぶ
ん
春
梅
で
は
な
か
ろ
う

こ
の
詩
は
、
す
べ
て
引
用
し
た
。
例
に
よ
っ
て
前
四
句
が
、
景
物
を

主
語
と
し
た

(｢

晩
霰
は
〜
、
浮
雲
は
〜｣

な
ど)

擬
人
ふ
う
な
息
づ

く
描
写
で
あ
る
。
こ
う
し
た
四
句
で
や
は
り
、
詩
的
な
情
景
を
設
定
し
、

そ
の
あ
と
に
思
婦
や
美
人
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
詩
も
、
美
女
の

描
写
が
主
だ
と
す
べ
き
だ
ろ
う
が
、
叙
景
を
前
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

女
性
の
美
し
さ
を
き
わ
だ
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五

息
づ
く
美
女

さ
て
、
こ
こ
ま
で
、
戦
争
体
験
に
よ
っ
て
き
た
え
ら
れ
た
感
受
性
や

観
察
力
は
、
建
康
帰
還
後
、
蕭
綱
の
詩
文
に

｢

息
づ
く
叙
景｣

や

｢

息

づ
く
描
写｣

を
生
じ
さ
せ
た
。
ま
た
艶
詩
の
な
か
で
も
、
興
的
叙
法
と

し
て
活
用
さ
れ
て
い
る

と
の
べ
て
き
た
。
最
後
に
、
戦
争
体
験
に

由
来
す
る
彼
の
能
力
は
、
艶
詩
中
で

[

興
的
で
な
く
賦
ふ
う
に]

女
性

描
写
を
す
る
う
え
で
も
、
ま
た
お
お
い
に
役
だ
っ
て
い
る
こ
と
を
の
べ

て
お
こ
う
。

た
と
え
ば
、
蕭
綱
が
か
い
た
艶
詩
の
な
か
で
も
、
代
表
的
な
作
と
し

て
し
ば
し
ば
挙
例
さ
れ
る

｢

詠
内
人
昼
眠｣

と
い
う
詩
を
あ
げ
て
み
よ

う
。
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北
窓
聊
就
枕

北
の
窓
で

[

美
女
は]

枕
に
つ
い
て
ひ
と
眠
り

南
簷
日
未
斜

南
の
檐の

き

で
は
日
は
ま
だ
か
た
む
か
な
い

攀
鈎
落
綺
障

鉤か
ぎ

を
ひ
い
て
帳
と
ば
り

を
お
ろ
し

挿
捩
挙
琵
琶

撥ば
ち

を
お
さ
め
て
琵
琶
を
か
た
づ
け
る

夢
笑
開
嬌
靨

夢
中
で
わ
ら
う
と
え
く
ぼ
が
で
き

眠
鬟
圧
落
花

髻
が
落
花
の
う
え
に
か
か
っ
て
い
る

簟
文
生
玉
腕

敷
物
の
編
み
目
が
玉
の
腕
に
う
か
び

香
汗
浸
紅
紗

汗
が
紅
紗
に
し
み
こ
ん
で
い
る

夫
壻
恆
相
伴

こ
の
女
は
夫
が
い
る
の
だ
か
ら

莫
誤
是
倡
家

妓
女
と
ま
ち
が
え
て
は
な
ら
ぬ
ぞ

こ
の
詩
は
、
昼
寝
を
し
て
い
る
美
女
を

[

賦
的
叙
法
に
よ
っ
て]

え

が
い
た
詩
で
あ
る
。
美
女
の
昼
寝
、
さ
ら
に
そ
の
美
女
が
う
っ
す
ら
と

汗
を
か
き
、
そ
の
汗
が
紅
紗
に
し
み
て
い
る
場
面
が
、
た
い
へ
ん
コ
ケ

テ
ィ
ッ
シ
ュ
で
、
魅
惑
的
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
、
べ
つ
の
見
か
た
を
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
描
写
の
し
か
た

は
、
本
稿
冒
頭
で
み
た

｢

零
雨
送
秋｣

云
々
を
つ
づ
っ
た
の
と
、
お
な

じ
感
受
性
や
観
察
眼
に
よ
っ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
再

度
、
書
翰
中
の
駢
句
を
あ
げ
て
、
こ
の
艶
詩
の
詩
句
と
く
ら
べ
て
み
よ

う
。

し
ず
か
に
ふ
る
雨
が
、
秋
の
お
わ
り
を
つ
げ
、
肌
ざ
む
い
冷
気

が
、
冬
の
到
来
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。
長
江
周
辺
の
楓
は
払
暁
に

葉
を
お
と
し
、
林
の
木
々
も
黄
変
し
は
じ
め
ま
し
た
。

○
夢
笑
開
嬌
靨

夢
中
で
わ
ら
う
と
え
く
ぼ
が
で
き

眠
鬟
圧
落
花

髻
が
落
花
の
う
え
に
か
か
っ
て
い
る

簟
文
生
玉
腕

敷
物
の
編
み
目
が
玉
の
腕
に
う
か
び

香
汗
浸
紅
紗

汗
が
紅
紗
に
し
み
こ
ん
で
い
る

こ
の
駢
句
と
詩
句
、
前
者
は
時
節
の
変
化
を
叙
し
、
後
者
は
美
女
の

昼
寝
を
え
が
い
た
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
清
麗
な
叙
景
を
意
図
し
、
後

者
は
艶
冶
さ
を
追
求
し
た
も
の
で
、
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
も
の
だ
と
い

え
ば
、
そ
れ
は
そ
の
と
お
り
だ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
う
し
た
違
い
は
、
あ

く
ま
で
叙
さ
れ
た
対
象
や
情
趣
の
質
が
こ
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
創
作
上
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
し
て
は
、
む
し
ろ
相
似
し
た
も
の

と
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
の
相
似
し
た
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
い
う
の
は
、

表
面
的
な
描
写
で
お
わ
ら
ず
、
対
象
が
有
す
る
気
配
や
情
感
ま
で
活
写

し
よ
う
と
す
る
叙
法
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
前
者
の
駢
句
に
つ
い
て
い
え
ば
、
蕭
綱
は
晩
秋
の
長
江
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周
辺
を
え
が
こ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
と
き
、
無
意
識
の
う
ち
に
、

戦
争
体
験
で
つ
ち
か
っ
た
感
受
性
や
観
察
力
が
発
揮
さ
れ
、
時
候
の
変

化
を

｢
零
雨
秋
を
送
り｣

云
々
と
清
麗
か
つ
繊
細
に
叙
し
た
。
そ
の
結

果
、
読
者
が
感
じ
る
の
は
、
た
だ
空
気
の
温
度
が
ひ
く
く
な
っ
て
き
た

と
い
う
、
物
理
的
な
変
化
な
ど
で
は
な
く
な
っ
た
。
晩
秋
の
早
暁
、
時

候
が
意
思
を
も
っ
て
刻
々
と
か
わ
り
ゆ
き
、
冷
涼
な
空
気
が
そ
っ
と
し

の
び
よ
っ
て
き
た
と
い
う
感
覚
を
、
読
者
は
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
に
感
受
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
後
者
の
ほ
う
も
、
蕭
綱
は
昼
寝
す
る
美
女
を
え
が
こ
う
と
し
た
。

そ
の
と
き
、
や
は
り
無
意
識
に
同
種
の
感
性
が
は
た
ら
き
、
美
女
が
う

た
た
ね
す
る
よ
う
す
を

｢

夢
に
笑え

み
て
嬌
き
ょ
う

靨よ
う

を
開
く｣

云
々
と
コ
ケ

テ
ィ
ッ
シ
ュ
に
描
写
し
た
。
そ
の
結
果
、
読
者
に
つ
た
わ
っ
て
く
る
の

は
、
た
だ
、
陽
春
の
午
後
、
美
女
が
す
や
す
や
と
寝
息
を
た
て
、
夢
中

で
笑
み
を
う
か
べ
て
い
る
と
い
う
、
客
観
的
な
事
実
だ
け
で
は
な
く
な
っ

た
。
昼
寝
す
る
美
女
の
ま
わ
り
に
、
ほ
の
か
に
に
お
い
た
つ
、
か
す
か

な
気
配
や
情
感
、
そ
れ
ら
も
な
ま
な
ま
し
く
感
受
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

私
は
、
蕭
綱
が
か
い
た
艶
詩
の
魅
力
は
、
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
由
来

す
る
の
で
は
な
い
か
と
お
も
う
。
蕭
綱
の
え
が
く
麗
人
や
怨
女
は
、
た
だ

絵
は
が
き
、
す
な
わ
ち
、
は
が
き
に
印
刷
さ
れ
た
よ
う
な
美
女
で
な
く
、

現
に
そ
こ
に
い
て
、
息
を
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
息
づ
く
叙
景
な
ら
ぬ
、
息
づ
く
美
女
と
で
も
い
え
よ
う
か
。
か
く

み
て
く
れ
ば
、
彼
が
艶
詩
の
名
手
と
さ
れ
、
そ
の
指
導
者
と
な
っ
た
の

は
、
た
だ
そ
の
高
位
の
た
め
だ
け
で
は
な
か
っ
た
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
戦
争
体
験
で
き
た
え
ら
れ
た
繊
細
な
感
受
性
や

鋭
敏
な
観
察
能
力
は
、
建
康
帰
還
以
後
に
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

は
な
か
っ
た
。
書
翰
文
は
も
と
よ
り
、
艶
詩
と
い
う
あ
ら
た
な
土
壌
に

お
い
て
も
、
ま
た
べ
つ
な
形
態
で
あ
で
や
か
に
開
花
し
た
、
と
い
っ
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
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