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詩
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杜
甫
の
自
称
表
現
と
「
北
征
」
詩

―

「
杜
子
」
と
「
臣
甫
」
を
中
心
に ―

谷
口
真
由
実　
　

一　

は
じ
め
に

杜
甫
の
詩
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
自
称
表
現
が
み
え
る纊
。
そ
の
中
で
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
詩
中
に
自
己
の
姓
名
を
自
称
表
現
と
し
て

直
接
用
い
て
い
る
例
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
例
は
漢
魏
六
朝
詩
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
散
文
や
賦
の
中
で
は
、
自

己
の
姓
や
名
を
用
い
る
自
称
表
現
を
み
る
こ
と
は
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
魏
の
曹
植
「
髑
髏
説
」、
宋
の
謝
霊
運
「
山
居
賦
」
な
ど
に

例
が
あ
る褜
。

こ
れ
に
対
し
て
杜
甫
は
、
散
文
や
賦
で
は
な
く
、
詩
の
中
で
、
自
己
の
姓
や
名
を
自
称
表
現
に
た
び
た
び
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
中
で
、
と
り
わ
け
印
象
的
な
例
は
「
北
征
」
詩
（『
杜
詩
詳
註
』
巻
之
�
以
下
『
杜
詩
詳
註
』
を
『
詳
註
』
と
略
す
）
の
冒
頭
で

用
い
ら
れ
て
い
る
「
杜
子
」
と
い
う
例
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

皇
帝
�
載
秋　
　

皇
帝　

�
載
の
秋

閏
�
月
初
吉　
　

閏　

�
月
初
吉

杜
子
将
北
征　
　

杜
子　

将
に
北
征
し
て
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蒼
茫
問
家
室　
　

蒼
茫　

家
室
を
問
は
ん
と
す

肅
宗
皇
帝
の
至
徳
�
載
（
�
�
�
年
）、
閏
�
月
の
�
日
、
私
「
杜
子
」
は
、
北
に
旅
立
ち
、
あ
わ
た
だ
し
く
家
族
を
見
舞
お
う
と

し
て
い
る
。

こ
の
詩
に
つ
い
て
、
吉
川
幸
次
郎
氏
『
杜
甫
詩
注
』（
第
�
冊
、
筑
摩
書
房
、
�
�
�
○
年
�
月
）「
北
征
」
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に

指
摘
し
て
い
る
。

　

従
前
の
文
学
の
意
識
で
は
、
こ
の
詩
の
よ
う
な
議
論
と
叙
述
、
し
た
が
っ
て
長
篇
の
言
語
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
詩
の

任
務
で
な
か
っ
た
。
そ
の
任
務
を
担
当
す
る
ジ
ャ
ン
ル
は
、
別
に
あ
っ
た
。
長
篇
の
韻
文
、「
賦
」
で
あ
る
。（
中
略
）
ま
た
そ

の
こ
と
は
、
杜
の
自
覚
に
も
あ
っ
た
。「
北
征
」
と
い
う
題
が
、
そ
れ
を
示
す
。
こ
の
題
は
、
漢
の
班
彪
の
「
北
征
の
賦
」
に
な

ら
う
か
ら
で
あ
る
。
班
氏
の
そ
の
賦
は
、「
文
選
」
の
賦
の
部
分
の
う
ち
、
�
、
紀
行
の
類
に
収
め
、
前
後
漢
交
替
の
紛
乱
期
、

長
安
か
ら
甘
粛
の
涼
州
へ
の
旅
の
、
感
慨
を
伴
な
っ
て
の
叙
述
で
あ
る
。（
中
略
）
次
の
十
に
収
め
る
「
西
征
の
賦
」
は
、
晋
の

潘
岳
が
、
洛
陽
か
ら
長
安
へ
の
旅
を
叙
述
す
る
。
そ
れ
ら
が
「
征
」
を
賦
の
名
と
す
る
の
に
な
ら
っ
て
、
こ
の
詩
も
「
北
征
」

な
の
で
あ
る
。
名
を
お
そ
う
ば
か
り
で
は
な
い
、
賦
の
内
容
で
あ
り
任
務
で
あ
っ
た
も
の
を
も
、
奪
っ
て
こ
こ
に
移
す
。（
中
略
）

「
賦
」
も
脚
韻
を
ふ
ん
だ
言
語
で
あ
る
点
で
は
、
韻
文
で
あ
る
。
し
か
し
「
物
を
体
す
」
の
を
任
務
と
す
る
点
で
は
、
散
文
の
要

素
を
も
つ
。
杜
が
「
賦
」
の
任
務
を
奪
っ
て
詩
に
移
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
散
文
の
要
素
を
詩
に
導
入
し
て
、
詩
を
新
し
く
し

た
こ
と
で
あ
る
。

「
賦
」
の
要
素
を
詩
に
持
ち
込
み
、
散
文
の
よ
う
に
議
論
を
述
べ
る
部
分
の
あ
る
こ
と鍈
は
、
吉
川
氏
の
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
ろ
う
。

こ
の
詩
の
冒
頭
は
「
皇
帝
�
載
秋
」
と
年
紀
に
「
皇
帝
」
と
い
う
語
を
冠
し
て
、
旅
立
ち
の
年
月
日
を
非
常
に
謹
厳
・
荘
重
な
言

葉
で
歌
い
始
め
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
る
で
散
文
の
上
奏
文
で
あ
る
か
の
よ
う
な
書
き
出
し
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
自
身
を
「
杜
子
」
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と
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
杜
子
」
と
い
う
表
現
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
あ
ま
り
従
来
の
詩
に
は
見
ら
れ
な

い
姓
＋
「
子
」
か
ら
な
る
自
称
で
あ
る銈
。
こ
の
点
に
つ
い
て
前
掲
の
『
杜
甫
詩
注
』
に
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

〔
杜
子
将
北
征
〕
や
は
り
荘
重
の
語
気
。〔
杜
子
〕
の
〔
子
〕
は
孔
子
、
孟
子
、
老
子
と
と
も
に
、
男
子
の
重
々
し
い
美
称
。

そ
れ
を
自
称
と
す
る
の
は
、
知
識
人
と
し
て
の
自
負
。
杜
詩
で
は
こ
こ
の
み
に
見
え
る
が
、
か
つ
て
の
散
文
で
は
、
長
安
の
書

生
で
あ
っ
た
こ
ろ
の
「
雑
述
」「
秋
述
」
に
、「
杜
子
曰
わ
く
」、「
杜
子
、
病
に
長
安
の
旅
次
に
臥
す
」
な
ど
。
自
称
を
も
、
議

論
の
散
文
に
お
け
る
ご
と
く
、
重
々
し
く
し
た
。
前
引
の
潘
岳
「
西
征
の
賦
」
歌
い
出
し
の
自
称
も
、「
潘
子
」。（
以
下
略
）

杜
甫
が
、
こ
こ
で
「
杜
子
」
と
い
う
、
自
己
の
姓
を
冠
し
た
自
称
表
現
を
用
い
た
意
識
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。「
知
識
人
と
し
て
の
自
負
」
や
「
議
論
の
散
文
に
お
け
る
ご
と
く
重
々
し
く
し
た
」
と
す
で
に
吉
川
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
論
文
で
は
、
右
の
表
現
を
始
め
と
す
る
杜
甫
に
お
け
る
自
称
表
現
、
特
に
名
前
な
ど
を
付
し
た
自
称
表
現
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。

二　

姓
や
名
な
ど
に
よ
る
自
称

杜
甫
の
詩
中
で
は
、
名
前
な
ど
を
付
し
た
自
称
表
現
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
見
ら
れ
る
。

（
1
）
杜
子
（
1
例
）　　
　
　
　

（
2
）
甫　
（
6
例
）〔
＊
う
ち
甫
也
（
3
例
）、
臣
甫
（
1
例
）〕

（
3
）
子
美
（
1
例
）

（
1
）
は
、
先
ほ
ど
挙
げ
た
姓
＋
「
子
」
か
ら
な
る
自
称
で
あ
る
。（
2
）
は
、
名
前
に
よ
る
自
称
で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
、
下
に
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「
也
」
を
付
し
た
例
と
、
名
前
に
さ
ら
に
「
臣
下
」
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
「
臣
」
を
冠
し
た
自
称
の
例
が
あ
る
。
最
後
の
（
3
）

は
、
自
身
の
字
を
自
称
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
用
例
に
つ
い
て
、
制
作
時
や
作
品
名
な
ど
を
�
覧
に
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
（
な
お
、
制
作
年
次
に
つ
い
て
は
清
、

仇
兆
鰲
注
『
詳
註
』
に
よ
っ
た
。）。

番
号

制
作
年

名
前
を
伴
う
自
称
表
現
を
含
む
句

作
品
名

①

天
宝
�
載
（
�
�
六
）

道
甫
問
信
今
如
何

送
孔
巣
父
謝
病
帰
遊
江
東
兼
呈
李
白

②

天
宝
�
載
（
�
�
�
）

甫
昔
少
年
日

奉
贈
韋
左
丞
丈
�
十
�
韻

③

天
宝
十
�
載
（
�
�
�
）

在
於
甫
也
何
由
羨

病
後
過
王
倚
飲
贈
歌

④

至
徳
�
載
（
�
�
�
）

杜
子
将
北
征

北
征

⑤

至
徳
�
載
（
�
�
�
）

臣
甫
憤
所
切

北
征

⑥

乾
元
�
年
（
�
�
�
）

有
客
有
客
字
子
美

乾
元
中
寓
居
同
谷
県
作
歌
�
首

⑦

宝
応
元
年
（
�
六
�
）

甫
也
南
北
人

謁
文
公
上
方

⑧

大
暦
元
年
（
�
六
六
）
？

甫
也
諸
侯
老
賓
客

酔
為
馬
所
墜
諸
公
携
酒
相
看

自
身
の
姓
を
名
の
る
場
合
や
、
自
身
の
名
の
み
で
称
す
る
場
合
、
あ
る
い
は
字
で
名
の
る
場
合
で
は
、
作
者
の
自
己
認
識
や
表
出

の
仕
方
な
ど
に
懸
隔
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
下
、
�
つ
�
つ
の
場
合
に
つ
い
て
の
検
討
を
重
ね
て
、
そ
の
差
異
を
明
確
に
し
て
ゆ
き
た
い
。
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三
、
姓
に
﹁
子
﹂
を
付
し
た
自
称

姓
に
「
子
」
を
付
し
た
自
称
、
つ
ま
り
「
杜
子
」
と
い
う
自
称
は
、
先
述
の
よ
う
に
「
北
征
」
詩
の
冒
頭
に
�
例
が
あ
る
。

「
北
征
」
は
、
杜
甫
が
左
拾
遺
の
任
に
あ
っ
た
と
き
、
房
琯
を
弁
護
し
て
皇
帝
の
逆
鱗
に
触
れ
、
�
司
の
弾
劾
裁
判
を
受
け
、
辛
く

も
罪
を
許
さ
れ
た
直
後
の
作
で
あ
る
。
罪
に
は
問
わ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
い
わ
ば
体
よ
く
暇
を
出
さ
れ
、
家
族
を
見
舞
う
こ
と
を

ゆ
る
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
杜
甫
は
後
ろ
髪
を
引
か
れ
な
が
ら
、
久
し
ぶ
り
に
家
族
の
も
と
を
訪
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
詩
は
そ
の
時

の
作
で
あ
る
。
黒
川
洋
�
編
『
杜
甫
詩
選
』（
岩
波
書
店
、
�
�
�
�
年
第
�
版
）
で
は
、
こ
の
詩
に
つ
い
て
触
れ
、「
帰
至
鳳
翔
墨

制
放
往
鄜
州
作
」（
帰
り
て
鳳
翔
に
至
り
、
墨
制
も
て
放
れ
て
鄜
州
に
往
く
作
）
と
い
う
自
注
に
よ
っ
て
、
杜
甫
が
房
琯
事
件
が
原
因

で
停
職
、
あ
る
い
は
休
職
処
分
と
な
っ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

掲
出
し
た
詩
句
に
続
く
部
分
で
も
次
の
よ
う
に
詠
じ
て
い
る
。

維
時
遭
艱
虞　
　

維
れ
時
に　

艱
虞
に
遭
ひ　

朝
野
少
暇
日　
　

朝
野　

暇
日
少
な
し

顧
慚
恩
私
被　
　

顧
み
て
慚
ず　

恩
私
を
被
む
り
て

詔
許
帰
蓬
蓽　
　

詔
も
て
蓬
蓽
に
帰
る
こ
と
を
許
さ
る
る
を

安
史
の
乱
と
い
う
未
曾
有
の
反
乱
が
勃
発
し
、
ま
だ
収
束
し
て
い
な
い
国
家
存
亡
の
危
機
に
際
し
て
、
官
民
と
も
に
暇
な
ど
な
い

は
ず
な
の
に
、
皇
帝
の
あ
り
が
た
い
恩
愛
に
よ
り
詔
勅
で
帰
省
を
許
さ
れ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
杜
甫
は
確
か
に
家
族
の
も
と
を
訪

問
す
る
こ
と
を
望
ん
で
は
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
左
拾
遺
と
し
て
奉
仕
し
た
い
と
い
う
使
命
感
を
抱
き
つ
つ
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

先
の
房
琯
事
件
の
罪
に
関
連
し
て
体
よ
く
暇
を
出
さ
れ
た
不
満
が
言
外
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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そ
し
て
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
ま
る
で
皇
帝
へ
の
上
奏
文
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
こ
の
詩
は
荘
重
な
調
子
で
書
き
始
め
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。「
皇
帝
�
載
秋
、
閏
�
月
初
吉
」
は
、
日
時
の
表
記
で
あ
り
、「
杜
子
将
北
征
、
蒼
茫
問
家
室
」
は
、
家
族
を
見
舞

う
と
い
う
私
的
な
旅
行
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
旅
す
る
主
体
が
「
杜
子
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
件
で
あ
る
か
の
よ

う
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
自
己
の
私
的
な
旅
が
、
歴
史
的
事
件
と
重
な
り
あ
う
時
間
を
旅
す
る
も
の
で
あ
り
、
私
的
な
旅
の
中

で
体
験
し
た
も
の
が
そ
の
ま
ま
歴
史
的
事
件
を
語
っ
て
い
る
と
い
う
公
的
な
意
味
を
持
つ
こ
と
を
、
皇
帝
に
対
し
て
言
い
た
い
の
だ

と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、「
杜
子
」
は
、
杜
甫
が
客
観
的
に
、
自
身
の
姿
を
公
的
な
存
在
と
し
て
、

あ
る
い
は
公
的
な
存
在
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
詩
中
に
描
き
こ
ん
だ
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
杜
甫
は
自
身
を
「
杜
子
」
と
い
う
自
称

表
現
で
描
き
だ
し
て
い
る
。
し
か
し
「
子
」
と
は
も
と
も
と
敬
称
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
�
種
の
他
称
で
も
あ
る
。
詩
の
語
り
手
は
、

家
族
の
も
と
に
帰
る
と
い
う
私
的
な
旅
が
、
実
は
幾
重
に
も
公
的
・
歴
史
的
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
自
己
を
「
杜

子
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
皇
帝
の
命
を
受
け
て
旅
立
つ
�
人
の
人
物
で
あ
る
か
の
よ
う
に
描
き
出
し
て
い
る
。
続
く
第
�
句
・
六

句
は
、
時
代
状
況
を
客
観
的
に
捉
え
た
も
の
で
あ
り
、「
時
」
が
「
艱
虞
」
に
遭
遇
し
て
い
る
と
か
、「
朝
野
」
に
閑
暇
が
無
い
と
い

う
言
い
方
に
よ
っ
て
、「
杜
子
」
に
ぶ
つ
か
り
、
見
て
い
る
も
の
が
歴
史
的
時
間
で
あ
り
、
広
大
な
社
会
的
現
実
で
あ
る
こ
と
が
示
さ

れ
る
。
第
�
句
・
�
句
は
、「
顧
慚
」
や
「
恩
私
被
」、「
詔
許
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
今
度
は
「
杜
子
」
の
内
側
か
ら
自
己
の
置
か
れ

た
状
況
を
捉
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
「
恩
私
」「
詔
許
」
と
い
う
表
現
は
「
杜
子
」
の
旅
が
天
子
（
公
的
世
界
）
と
の
深

い
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

拝
辞
詣
闕
下　
　

拝
辞
し
て
闕
下
に
詣
り

怵
惕
久
未
出　
　

怵
惕
し
て
久
し
く
未
だ
出
で
ず

雖
乏
諫
諍
姿　
　

諫
諍
の
姿
に
乏
し
と
雖
も



杜
甫
の
自
称
表
現
と
「
北
征
」
詩

�
�

恐
君
有
遺
失　
　

君
に
遺
失
有
ら
ん
か
と
恐
る

君
誠
中
興
主　
　

君
は
誠
に
中
興
の
主
た
り

経
緯
固
密
勿　
　

経
緯　

固
に
密
勿
た
り

東
胡
反
未
已　
　

東
胡　

反
し
て
未
だ
已
ま
ず

臣
甫
憤
所
切　
　

臣
甫　

憤
り
の
切
な
る
所
な
り

揮
涕
恋
行
在　
　

涕
を
揮
っ
て
行
在
を
恋
ふ

道
途
猶
恍
惚　
　

道
途　

猶
ほ
恍
惚
た
り

乾
坤
含
瘡
痍　
　

乾
坤　

瘡
痍
を
含
む

憂
虞
何
時
畢　
　

憂
虞　

何
れ
の
時
に
か
畢
ら
ん

右
の
部
分
は
、
第
�
句
に
続
く
第
�
句
か
ら
第
�
十
句
の
部
分
で
あ
る
が
、
こ
の
部
分
も
や
は
り
「
杜
子
」
な
る
人
物
の
内
側
か

ら
捉
え
た
表
現
で
あ
る
。「
拝
辞
」「
詣
」「
未
出
」「
恐
」「
恋
」
な
ど
の
動
詞
は
、「
杜
子
」
の
動
作
・
行
動
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
部
分
の
中
ほ
ど
、
詩
の
第
十
�
句
に
、「
臣
甫
」
と
い
う
表
現
が
現
わ
れ
る
。「
杜
子
」
が
他
称
の
形
を
と
っ
た
自
称
で

あ
る
と
す
る
な
ら
、「
臣
甫
」
は
明
瞭
に
自
称
の
形
を
と
っ
た
自
称
で
あ
る
。「
杜
子
」
と
い
う
自
称
で
始
ま
っ
た
詩
が
、「
臣
甫
」
と

い
う
自
称
に
変
化
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
ま
ず
「
杜
子
」
と
い
う
表
現
に
立
ち
返
っ
て
こ
の
自
称
の
意
味
を
検
討
し
て
み
た
い
。
こ
の
表
現
は
す
で
に
指
摘
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
晉
の
潘
岳
の
「
西
征
賦
」（『
文
選
』
巻
十
）
の
表
現
を
踏
ま
え
る
。

歳
次
玄
枵　
　
　
　
　

歳
は
玄
枵
に
次
る

月
旅
蕤
賓　
　
　
　
　

月
は
蕤
賓
に
旅
す
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丙
丁
統
日　
　
　
　
　

丙
丁　

日
を
統
べ

乙
未
御
辰　
　
　
　
　

乙
未　

辰
を
御
し

潘
子
憑
軾
西
征
、　
　

潘
子　

軾
に
憑
り
て
西
征
し

自
京
徂
秦　
　
　
　
　

京
よ
り
秦
に
徂
く

潘
岳
が
「
西
征
の
賦
」
を
作
っ
た
背
景
に
つ
い
て
、
題
下
の
李
善
注
に
よ
る
と
、

　

臧
栄
緒
晉
書
曰
、
岳
為
長
安
令
、
作
西
征
賦
、
述
行
歴
、
論
所
経
人
物
山
水
也
。（
臧
栄
緒
の
『
晉
書
』
に
曰
く
、「
岳　

長

安
令
と
為
り
て
、
西
征
の
賦
を
作
る
、
行
歴
を
述
べ
、
経
る
所
の
人
物
・
山
水
を
論
ず
る
也
。」
と
）

潘
岳
が
、
長
安
令
と
な
り
、
都
洛
陽
か
ら
長
安
に
旅
を
し
た
道
途
で
遭
遇
し
た
人
物
や
自
然
、
ま
た
旅
の
感
慨
を
描
い
た
と
い
う
。

「
潘
子
」
と
自
称
表
現
を
用
い
た
こ
と
に
つ
い
て
李
善
は
次
の
よ
う
に
注
し
て
い
る
。

　

潘
子
、
岳
自
謂
也
。
馮
衍
「
揚
節
賦
」
曰
、
馮
子
耕
於
酈
山
之
阿
。（
潘
子
は
、
岳　

自
ら
謂
ふ
な
り
。
馮
衍
の
「
揚
節
の
賦
」

に
曰
く
、「
馮
子
酈
山
の
阿
に
耕
す
」
と
。）

李
善
は
、「
潘
子
」
と
は
、
潘
岳
が
自
分
に
つ
い
て
言
っ
た
も
の
で
あ
り
、
潘
岳
よ
り
も
更
に
遡
っ
た
後
漢
の
馮
衍蓜
の
「
揚
節
の
賦
」

に
「
馮
子
酈
山
の
阿
に
耕
す
」
の
句
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
馮
衍
は
光
武
帝
に
罪
を
得
た
も
の
の
、
詔
勅
に
よ
っ
て
実
際

の
罪
に
は
問
わ
れ
ず
、
故
郷
に
帰
っ
た
（『
後
漢
書
』
巻
�
十
�
、
馮
衍
伝
）。
杜
甫
は
、
肅
宗
を
光
武
帝
の
中
興
に
な
ぞ
ら
え
て
し

ば
し
ば
表
現
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
推
測
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
潘
岳
の
「
潘
子
」
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い

が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
馮
衍
の
「
馮
子
」
と
い
う
表
現
を
想
起
し
、
わ
が
身
と
重
ね
て
表
現
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

馮
衍
の
「
馮
子
」
も
潘
岳
の
「
潘
子
」
も
、
い
ず
れ
も
自
身
を
外
か
ら
第
�
者
的
に
捉
え
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
杜
甫
の
「
杜

子
」
も
そ
の
伝
統
を
踏
ま
え
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
潘
岳
の
長
安
令
へ
の
任
命
は
、
前
年
の
元
康
元
年
（
�
�
�
）
に
国
政
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を
補
佐
し
て
い
た
太
傅
楊
駿
に
連
座
し
て
罪
に
問
わ
れ
、
死
刑
に
な
る
と
こ
ろ
を
許
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
経
緯
は
、
杜
甫
が

肅
宗
の
逆
鱗
に
触
れ
て
、
弾
劾
を
受
け
た
が
、
罪
を
許
さ
れ
た
体
験
と
重
な
る
。
杜
甫
は
「
秦
州
雑
詩
�
十
首
」
第
�
首
に
お
い
て

も
、
潘
岳
の
「
西
征
の
賦
」
を
踏
ま
え
て
、
旅
立
ち
を
描
い
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
「
北
征
」
に
お
い
て
も
、
杜
甫
は
潘
岳
の

表
現
に
わ
が
身
を
重
ね
、「
西
征
の
賦
」
の
題
意
を
援
用
し
て
「
北
征
」
と
名
づ
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
中
で
、
馮
衍
・
潘

岳
の
「
馮
子
」「
潘
子
」
と
同
様
の
「
杜
子
」
を
用
い
た
こ
と
に
は
、
杜
甫
が
ま
さ
に
歴
史
的
な
重
大
局
面
に
立
ち
合
っ
て
い
る
、
と

の
認
識
を
皇
帝
に
向
っ
て
語
ろ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
だ
ろ
う
。
現
在
は
歴
史
的
な
時
間
で
あ
り
、
そ
こ
で
起
き
て
い
る
事
実
と
向

き
合
い
発
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
公
的
な
意
味
を
杜
甫
は
切
実
に
自
覚
し
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
皇
帝
�
載
秋
」
に
向

き
合
う
「
杜
子
」
と
い
う
、
自
己
を
客
体
化
し
た
呼
称
を
自
称
と
し
て
用
い
た
の
で
あ
る
。

四　

自
身
の
名
前
に
よ
る
自
称

と
こ
ろ
で
、
詩
の
第
十
�
句
に
現
わ
れ
て
き
た
「
臣
甫
」
と
い
う
自
称
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
考
え
る

た
め
に
、
自
身
の
名
を
用
い
た
自
称
表
現
の
例
を
見
て
お
き
た
い
。

自
身
を
名
前
の
「
甫
」
で
称
す
る
用
例
は
、
前
掲
の
表
で
み
る
よ
う
に
全
�
例
中
、
六
例
を
占
め
る
。
さ
ら
に
詳
し
く
分
類
す
る

な
ら
ば
、（
Ａ
）
た
だ
「
甫
」
と
称
す
る
場
合
、（
Ｂ
）「
甫
也
」
と
称
す
る
場
合
、（
Ｃ
）「
臣
甫
」
と
称
す
る
場
合
に
分
か
れ
る
。
第

十
�
句
は
（
Ｃ
）
に
あ
た
る
の
だ
が
、
ま
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
つ
い
て
、
以
下
考
え
て
ゆ
く
こ
と
と
し
た
い
。

1　
﹁
甫
﹂

ま
ず
（
Ａ
）
た
だ
「
甫
」
と
称
す
る
場
合
に
該
当
す
る
右
の
表
の 

① 

② 

の
例
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
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ま
ず 

① 

は
、「
送
孔
巣
父
謝
病
帰
遊
江
東
兼
呈
李
白
」（
孔
巣
父
の
病
を
謝
し
て
帰
り
江
東
に
遊
ぶ
を
送
り
、
兼
ね
て
李
白
に
呈
す
、

『
詳
註
』
巻
之
�
。）
詩
の
末
�
句
の
、
李
白
へ
の
伝
言
を
詠
じ
る
部
分
に
、
そ
れ
は
見
え
る
。『
詳
註
』
に
よ
れ
ば
天
宝
中
、
長
安
に

あ
っ
て
の
作
で
あ
る
。

蔡
侯
静
者
意
有
余　
　

蔡
侯
は
静
者　

意
余
り
有
り

淸
夜
置
酒
臨
前
除　
　

清
夜　

置
酒
し
て
前
除
に
臨
む

罷
琴
惆
悵
月
照
席　
　

琴
を
罷
め
惆
悵
す
れ
ば　

月　

席
を
照
ら
す

幾
歳
寄
我
空
中
書　
　

幾
歳
か
我
に
寄
す　

空
中
の
書

南
尋
禹
穴
見
李
白　
　

南
に
禹
穴
を
尋
ね
て
李
白
を
見
ば

道
甫
問
信
今
何
如　
　

道
へ　

甫
問
信
す　

今
何
如
と

こ
の
詩
は
、
李
白
や
杜
甫
と
交
流
の
あ
っ
た
孔
巣
父
が
病
気
を
理
由
に
官
職
を
辞
し
て
、
江
東
、
す
な
わ
ち
江
南
に
旅
立
つ
の
を

見
送
る
送
別
の
場
で
作
ら
れ
た
。
孔
巣
父
は
、
孔
子
の
末
裔
で
若
く
し
て
文
名
が
あ
っ
た
。（『
旧
唐
書
』
巻
�
百
�
十
�
、
孔
巣
父

伝
）。
禹
穴
は
、
夏
王
の
禹
が
蔵
書
を
置
い
た
地
と
伝
え
ら
れ
、
こ
の
時
李
白
が
い
た
会
稽
を
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。「
孔
巣
父
よ
、

も
し
南
に
旅
し
て
古
え
の
禹
穴
の
地　

会
稽
に
李
白
を
訪
ね
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、『
今
ど
う
し
て
い
る
か
と
杜
甫
が
尋
ね
て
い
た
』

と
伝
え
て
ほ
し
い
」
と
末
�
句
で
詠
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
甫
」
と
い
う
自
称
表
現
は
、
直
接
話
法
に
よ
る
伝
言
に
お
い
て
、
李

白
や
孔
巣
父
に
対
す
る
親
し
さ
か
ら
、
自
身
の
名
前
を
直
接
自
称
と
し
て
使
っ
た
も
の
で
あ
る
。（
も
ち
ろ
ん
、
伝
言
の
内
部
で
は
、

孔
巣
父
に
よ
る
他
称
だ
が
。）
そ
れ
は
、「
李
白
」
と
直
接
姓
名
で
名
指
し
し
て
李
白
自
身
を
表
現
す
る
の
と
対
応
し
て
い
る
。
杜
甫

は
天
宝
�
載
の
春
、
李
白
と
別
れ
て
す
ぐ
の
作
「
春
日
憶
李
白
」（
春
日　

李
白
を
憶
う
）
詩
に
お
い
て
も
、「
白
也
詩
無
敵
、
飄
然

思
不
群
」（
白
や　

詩
に
敵
無
し
、
飄
然　

思
ひ
は
群
な
ら
ず
）
と
、
李
白
を
「
白
也
」
と
直
接
名
前
で
呼
ん
で
い
る
。
自
他
を
含
め
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て
、
本
来
は
本
名
を
呼
ぶ
こ
と
は
あ
ま
り
無
い
。
親
友
で
あ
る
親
し
さ
か
ら
直
接
名
前
で
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
詩

の
詩
題
を
初
め
、
他
の
李
白
に
送
っ
た
詩
に
お
い
て
も
「
李
白
」
と
姓
名
を
そ
の
ま
ま
記
述
し
て
い
る俉
。
自
身
を
「
甫
」
と
自
称
す

る
の
も
こ
れ
と
同
様
に
孔
巣
父
や
李
白
へ
の
親
し
い
関
係
を
表
わ
す
表
現
で
あ
る
。

右
に
挙
げ
た
「
送
孔
巣
父
謝
病
帰
遊
江
東
兼
呈
李
白
」
の
例
は
、
心
許
す
人
々
に
対
し
て
、
自
分
の
名
を
あ
え
て
使
用
し
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
自
称
表
現
は
、
�
人
称
代
名
詞
に
較
べ
て
、
自
分
を
相
手
と
同
等
の
存
在
と
し
て
は
っ
き
り
と
打
ち
出
し
、
親
し
い

相
手
に
率
直
に
語
り
か
け
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

次
に 

② 

の
例
を
検
討
す
る
。
天
宝
�
載
（
�
�
�
）
の
作
「
奉
贈
韋
左
丞
丈
�
十
�
韻
」（
韋
左
丞
丈
に
奉
り
送
る
�
十
�
韻
、

『
詳
註
』
巻
之
�
）
に
見
え
る
。
こ
の
詩
は
、
前
年
杜
甫
が
玄
宗
皇
帝
の
詔
に
応
じ
、
�
度
は
出
仕
の
期
待
を
も
っ
た
も
の
の
、
李
林

甫
に
遮
ら
れ
て
、
結
局
落
第
し
た
際
の
作
。
書
き
出
し
か
ら
激
越
で
あ
る
。

紈
袴
不
餓
死　
　

紈
袴
は
餓
死
せ
ず

儒
冠
多
誤
身　
　

儒
冠　

多
く
身
を
誤
る

丈
人
試
静
聴　
　

丈
人　

試
み
に
静
か
に
聴
け

賤
子
請
具
陳　
　

賤
子　

請
ふ　

具
さ
に
陳
べ
ん
こ
と
を

甫
昔
少
年
日　
　

甫　

昔　

少
年
の
日

早
充
観
国
賓　
　

早
く
充
て
ら
る　

観
国
の
賓
に

読
書
破
万
巻　
　

書
を
読
め
ば　

万
巻
を
破
り

下
筆
如
有
神　
　

筆
を
下
せ
ば　

神
有
る
が
如
し

賦
料
揚
雄
敵　
　

賦
に
は
揚
雄
の
敵
か
と
料
ら
れ
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詩
看
子
建
親　
　

詩
に
は
子
建
の
親
か
と
看
ら
る

李
邕
求
識
面　
　

李
邕
は
面
を
識
ら
る
る
を
求
め

王
翰
願
為
隣　
　

王
翰
は
隣
と
為
ら
ん
こ
と
を
願
ふ　

自
謂
頗
挺
出　
　

自
ら
謂
へ
ら
く
は
頗
る
挺
出
せ
り

立
登
要
路
津　
　

立
ろ
に
要
路
の
津
に
登
ら
ん

致
君
堯
舜
上　
　

君
を
堯
舜
の
上
に
致
し

再
使
風
俗
淳　
　

再
び
風
俗
を
し
て
淳
な
ら
し
め
ん

こ
こ
で
は
、
叔
父
の
尹
済
を
「
丈
」「
丈
人
」
と
呼
び
、
そ
れ
に
対
応
す
る
形
で
、
自
身
を
「
甫
」
と
表
現
し
て
い
る
。
叔
父
と
甥

と
の
い
わ
ば
親
戚
関
係
を
背
景
と
し
て
、
叔
父
に
対
し
て
自
身
を
親
し
く
「
甫
」
と
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
甫
」
と

自
称
し
た
の
は
韋
済
と
の
親
し
さ
か
ら
だ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
。

こ
の
詩
は
冒
頭
に
お
い
て
、
当
時
の
門
閥
優
位
の
社
会
状
況
を
大
き
く
捉
え
、
厳
し
い
現
実
認
識
を
示
し
て
い
る
。

続
い
て
「
丈
人
試
み
に
静
か
に
聞
け
、
賤
子
請
ふ
具
に
陳
べ
ん
」
と
続
け
、
第
�
句
「
甫
は
昔　

少
年
の
日
、
早
く
も
観
国
の
賓

に
充
て
ら
る
」
以
下
、
十
�
句
ま
で
は
自
身
の
半
生
を
自
己
評
価
し
、
学
問
に
努
め
、
と
り
わ
け
文
学
に
お
い
て
秀
で
て
い
る
と
陳

べ
る
。
漢
賦
の
揚
雄
、
魏
詩
の
曹
植
に
匹
敵
す
る
と
し
、
ま
た
、
同
時
代
の
先
輩
詩
人
李
邕
や
王
翰
が
自
身
の
詩
を
評
価
し
て
い
る

と
自
信
を
陳
べ
る
。
多
少
不
遜
と
も
み
え
る
が
、
若
い
杜
甫
は
そ
れ
だ
け
自
身
の
文
才
に
自
信
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

第
十
�
句
か
ら
第
�
十
�
句
で
は
、
そ
の
よ
う
な
学
問
と
文
才
に
よ
っ
て
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
官
吏
に
登
用
さ
れ
る
と
の
期
待
を
抱
い

た
が
、
現
実
は
厳
し
く
、「
君
を
堯
舜
の
上
に
致
し
、
再
び
風
俗
を
し
て
淳
な
ら
し
め
ん
」
と
い
う
高
い
理
想
も
あ
え
な
く
挫
折
し
た

こ
と
を
陳
べ
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
「
甫
」
と
い
う
自
称
が
、
叔
父
・
甥
の
親
し
さ
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
自
身
の
生
き
様
を
自
負
を
抱
い

て
開
陳
す
る
立
場
を
示
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
自
身
の
個
人
的
な
経
験
を
個
人
的
な
悲
嘆
と
し
て
描
く
に
と

ど
ま
ら
ず
、
時
代
状
況
の
中
で
そ
れ
と
ぶ
つ
か
り
あ
う
自
己
を
は
っ
き
り
と
押
し
出
し
て
語
ろ
う
と
す
る
意
思
が
潜
在
し
て
い
る
。

強
い
自
負
心
と
政
治
的
理
想
を
持
ち
、
そ
の
た
め
に
激
し
く
社
会
と
対
峙
す
る
存
在
と
し
て
、
自
己
を
際
だ
た
せ
る
た
め
に
「
甫
」

と
い
う
自
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
こ
の
詩
全
体
と
し
て
は
、
杜
甫
の
個
人
的
な
憤
懣
を
述
べ
る
に
留
ま
ら
ず
、

そ
れ
を
超
え
て
歴
史
的
事
実
を
指
摘
す
る
普
遍
性
を
獲
得
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
我
」
と
い
う
�
般
的
な
�
人
称
を
使
用
せ
ず
、

「
甫
」
と
い
う
名
前
に
よ
る
自
称
表
現
を
使
用
し
た
こ
と
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

2　
﹁
甫
也
﹂

次
に
（
Ｂ
）、
名
前
「
甫
」
に
「
也
」
を
付
し
た
場
合
に
つ
い
て
見
る
こ
と
と
す
る
。
前
述
の
よ
う
に
用
例
は
�
例
で
あ
る
が
、
③

に
つ
い
て
は
、
文
字
に
つ
い
て
諸
説
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
対
象
か
ら
除
き
た
い
。
残
る
�
例
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

⑦ 

甫
也
南
北
人　
　

甫
也　

南
北
の
人

　

 

蕪
蔓
少
耘
鋤　
　

蕪
蔓　

耘
鋤
少
な
し

 

（「
謁
文
公
上
方
」『
詳
註
』
巻
之
十
�
）

⑧ 

甫
也
諸
侯
老
賓
客　
　

甫
也　

諸
侯
の
老
賓
客

　

 

罷
酒
酣
歌
拓
金
戟　
　

酒
を
罷
め
て
酣
歌　

金
戟
を
拓
る

 
（「
酔
為
馬
所
墜
諸
公
携
酒
相
看
」『
詳
註
』
巻
之
十
�
）

⑦
は
、
文
公
の
廬
を
た
ず
ね
た
折
の
詩
で
あ
り
、
文
公
を
「
吾
師
」
と
呼
び
、
自
身
を
「
甫
也
」
と
称
し
て
い
る
。「
也
」
は
、
特
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に
意
味
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
軽
く
付
さ
れ
て
い
る
語
気
詞
で
あ
る
が
、
杜
甫
は
自
身
の
名
前
に
付
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

「
南
北
の
人
」
は
、
東
西
南
北
に
旅
を
し
て
居
所
の
定
ま
ら
な
い
人
、
漂
泊
の
身
の
上
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。『
礼
記
』
檀
弓
上
に
は
、

「
今
丘
也
、
東
西
南
北
之
人
也
。」（
今
丘
也
、
東
西
南
北
の
人
な
り
。）
の
用
例
が
あ
る
。
こ
こ
で
、
孔
子
は
「
丘
也
」
と
名
前
に

「
也
」
を
付
し
て
い
る
。「
丘
也
」
の
「
也
」
に
よ
っ
て
、
�
拍
の
停
頓
が
生
ま
れ
、
そ
こ
で
孔
子
が
�
瞬
の
た
め
ら
い
の
の
ち
、
�

生
涯
定
ま
っ
た
住
居
を
持
た
な
い
東
西
南
北
の
人
だ
と
、
自
身
に
つ
い
て
お
も
む
ろ
に
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
杜
甫
は
こ
れ
を
意

識
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

⑧
は
、
宴
会
で
酔
っ
た
後
、
落
馬
に
よ
っ
て
怪
我
を
し
、
諸
公
の
お
見
舞
い
を
受
け
た
と
き
の
詩
で
あ
る
。
杜
甫
は
馬
を
少
年
の

と
き
の
よ
う
に
疾
走
さ
せ
て
、
け
つ
ま
づ
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
冒
頭
に
い
さ
さ
か
自
分
を
自
嘲
的
に
「
甫
也
」
と
自
称
し
て
い

る
。⑦

の
例
は
、『
礼
記
』
中
で
の
孔
子
の
「
丘
也
」
を
ふ
ま
え
て
「
甫
也
」
と
自
称
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら 

⑧ 

の
例
で
も
同
様
に

考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。「
丘
也
」
の
場
合
、
た
だ
「
丘
」
と
称
す
る
の
と
違
い
、「
也
」
に
よ
っ
て
�
瞬
の
停
頓
が
生
じ
る
。

�
瞬
の
躊
躇
、
た
め
ら
い―

 

自
己
の
生
涯
へ
の
思
い
を
は
せ
る
時
間 ―

が
あ
り
、
お
も
む
ろ
に
「
東
西
南
北
之
人
也
」
と
認
め
た
く

は
な
い
が
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
自
己
表
現
の
言
葉
が
紡
ぎ
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
孔
子
が
自
身
の
生
涯
を
振
り
返
り
、
居
所
を

定
め
な
い
漂
泊
の
人
生
で
あ
っ
た
こ
と
を
い
さ
さ
か
自
嘲
的
に
い
う
表
現
で
あ
る
。
同
様
に
「
甫
也
」
の
用
例
も
、「
也
」
の
中
に
は
、

�
瞬
の
躊
躇
の
時
間
が
あ
り
、
そ
の
停
頓
の
後
、
自
身
の
自
己
認
識
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
場
合
も
「
甫
」
と
い

う
形
で
自
己
を
強
く
打
ち
出
そ
う
と
す
る
意
識
が
ま
ず
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
自
負
心
と
ま
で
は
言
え
な
く

と
も
、
自
ら
「
甫
」
と
い
う
自
称
で
名
乗
り
を
あ
げ
る
強
い
自
意
識
が
ま
ず
あ
り
、
そ
れ
が
「
也
」
と
い
う
停
頓
に
よ
っ
て
崩
れ
、

自
嘲
へ
と
変
わ
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
逆
に
、「
甫
」
と
い
う
自
称
自
体
の
中
に
は
、
自
負
心
や
自
意
識
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
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と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

3　
﹁
臣
甫
﹂

さ
て
、（
Ｃ
）「
臣
甫
」
の
自
称
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。「
臣
甫
」
の
例
が
見
え
る
の
は
「
北
征
」
詩
で
あ
る
。
す
で
に
第
�
節

で
「
杜
子
」
を
考
察
し
た
が
、「
杜
子
」
が
歴
史
的
な
時
間
、
事
実
に
向
き
合
う
公
的
存
在
と
し
て
自
己
を
描
き
だ
し
て
い
る
の
に
対

し
て
、「
臣
甫
」
は
、
公
的
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
点
で
、「
杜
子
」
と
共
通
す
る
が
、「
皇
帝
」「
君
」
に
対
し
て
、「
臣
下
」
と
し
て

の
立
場
を
明
瞭
に
し
て
い
る
点
が
異
な
る
。
ま
た
も
ち
ろ
ん
、「
杜
子
」
が
他
称
の
形
を
と
っ
た
自
称
で
あ
る
の
と
異
な
り
、
明
確
に

自
称
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
自
称
で
あ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
こ
の
「
臣
甫
」
と
い
う
表
現
は
、
上
奏
文
な
ど
に
見
ら
れ
る
表
現

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
皇
帝
を
�
人
称
化
す
る
感
覚
と
対
を
な
し
、
あ
た
か
も
皇
帝
を
目
の
前
に
し
て
、
差
し
向
か
い
で
言
葉
を

発
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
意
識
に
立
っ
て
い
る
、
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。「
君
」
と
い
う
語
は
、
主
君
の
意
で
あ
る
が
、
そ
の
「
君
」

が
目
の
前
に
い
て
、
主
君
に
対
し
て
「
臣
甫
」
と
し
て
直
接
語
る
感
覚
で
あ
ろ
う
。

雖
乏
諫
諍
姿　
　

諫
諍
の
姿
に
乏
し
と
雖
も

恐
君
有
遺
失　
　

君
に
遺
失
有
ら
ん
か
と
恐
る

君
誠
中
興
主　
　

君
は
誠
に
中
興
の
主
た
り

経
緯
固
密
勿　
　

経
緯　

固
に
密
勿
た
り

東
胡
反
未
已　
　

東
胡　

反
し
て
未
だ
已
ま
ず

臣
甫
憤
所
切　
　

臣
甫　

憤
り
の
切
な
る
所
な
り

こ
こ
で
は
、
臣
下
の
立
場
か
ら
「
君
」（
＝
皇
帝
）
に
対
し
て
、
安
史
の
乱
の
収
束
し
て
い
な
い
状
況
に
対
す
る
憂
い
と
憤
り
を
陳
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べ
て
い
る
。「
臣
甫
」
と
名
前
に
「
臣
」
を
冠
す
る
自
称
を
用
い
る
こ
と
で
、「
君
」（
＝
皇
帝
）
と
�
対
�
で
語
る
空
間
を
構
成
し
、

「
君
」
に
対
す
る
憂
慮
を
公
的
に
伝
え
る
切
実
性
を
備
え
た
表
現
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。「
杜
子
」
と
い
う
自
称
で
は
じ

ま
っ
た
こ
の
詩
は
、
自
己
の
私
的
な
旅
行
が
背
負
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
歴
史
的
・
公
的
性
格
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。

そ
れ
が
「
臣
甫
」
と
い
う
自
称
に
引
き
継
が
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
つ
の
ま
に
か
皇
帝
に
対
面
し
て
、
つ
ま
り
あ
た
か
も
公

的
存
在
と
し
て
朝
廷
に
立
っ
て
直
接
語
る
状
況
に
進
展
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
で
こ
の
詩
は
、「
我
」
と
い
う
�
人
称
に
よ
っ

て
、
非
常
に
私
的
な
家
族
の
姿
を
描
き
出
す
。

し
か
し
、
こ
の
私
的
な
家
庭
の
描
写
は
、「
杜
子
」「
臣
甫
」
と
語
ら
れ
て
い
た
自
称
に
よ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
公
的
で
歴
史
的
な
意

味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

五　

ま
と
め

杜
詩
に
は
こ
の
他
に
、
字
で
自
称
す
る
表
現
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
乾
元
中
寓
居
同
谷
県
作
歌
�
首　

其
�
」（
乾
元
中
、
同
谷

県
に
寓
居
し
作
る
歌　

�
首　

其
の
�
）
に
み
え
る
次
の
表
現
で
あ
る
。

有
客
有
客
字
子
美　
　
　

客
有
り　

客
有
り　

字
は
子
美

白
頭
乱
髪
垂
過
耳　
　
　

白
頭
の
乱
髪　

垂
れ
て
耳
を
過
ぐ

し
か
し
、
こ
の
字
に
よ
る
自
称
表
現
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

以
上
、
杜
甫
の
自
称
表
現
に
つ
い
て
、
自
身
を
姓
に
「
子
」
を
付
し
て
称
す
る
場
合
、
名
前
で
称
す
る
場
合
や
名
前
に
「
也
」
を

付
し
て
称
す
る
場
合
な
ど
に
つ
い
て
、
作
者
の
自
己
認
識
は
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
に
着
目
し
て
考
察
し
て
き
た
。

第
�
節
で
取
り
上
げ
た
姓
に
「
子
」
を
付
し
て
「
杜
子
」
と
称
す
る
場
合
は
、
後
漢
の
馮
衍
や
晋
の
潘
岳
が
「
馮
子
」「
潘
子
」
と
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自
称
し
て
、
歴
史
的
な
重
大
局
面
に
向
き
合
い
、
表
現
者
を
詩
の
中
に
登
場
さ
せ
た
例
に
、
わ
が
身
を
重
ね
て
表
現
し
て
い
る
。「
北

征
」
詩
に
お
け
る
「
杜
子
」
と
い
う
自
称
は
、
特
に
皇
帝
に
向
か
っ
て
現
在
の
時
間
の
歴
史
的
重
さ
、「
杜
子
」
が
体
験
す
る
事
実
の

社
会
的
な
意
味
を
語
ろ
う
と
す
る
公
的
な
意
味
を
帯
び
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
っ
た
。

こ
の
度
の
杜
甫
の
旅
が
も
と
も
と
背
負
っ
て
い
た
公
的
な
経
緯―

房
琯
事
件
に
よ
る
弾
劾
と
放
免―

と
、
私
的
な
体
験
と
見
聞―

民
衆
や
家
族
の
悲
惨
な
現
状 ―

 

の
持
つ
歴
史
的
な
意
味
、そ
れ
ら
を
正
面
か
ら
語
ろ
う
と
す
る
姿
勢
が
「
杜
子
」
と
い
う
自
称
に
よ
っ

て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
こ
の
自
称
は
「
臣
甫
」
と
い
う
、
よ
り
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
自
称
に
変
化
し
て
ゆ
く
。

「
臣
甫
」
は
、
文
章
に
見
ら
れ
る
自
称
表
現
の
援
用
で
あ
り
、
皇
帝
に
対
し
て
自
身
を
臣
下
の
視
点
で
名
乗
っ
て
い
る
。
�
人
称
的

に
「
君
」（
＝
皇
帝
）
を
眼
前
に
引
き
出
し
、
目
の
前
に
い
る
皇
帝
に
直
接
語
る
感
覚
が
鮮
明
に
な
る
の
で
あ
る
。「
杜
子
」
と
「
臣

甫
」、
こ
の
両
者
か
ら
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
緊
迫
感
に
満
ち
た
空
間
が
構
築
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
微
妙
な
自
称
表
現
の
使
い
分
け
の
検
討
を
通
し
て
、
杜
詩
の
緻
密
な
構
成
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
る
。
表
現
す
る
内
容
・

主
題
、
表
現
手
法
な
ど
に
応
じ
て
、
し
な
や
か
に
自
称
表
現
も
微
妙
な
感
覚
を
活
か
し
な
が
ら
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

注（
1
）　

川
合
康
�
氏
は
「『
杜
陵
野
老
』―

 

杜
甫
の
自
己
認
識 ―
」（『
中
国
文
人
の
思
考
と
表
現
』、
汲
古
書
院
、
村
上
哲
見
先
生
古
稀
記
念
論
文

集
刊
行
委
員
会
、
�
○
○
○
年
�
月
）
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
杜
甫
の
自
己
認
識
に
つ
い
て
鋭
い
考
察
を
述
べ
て
い
る
。

　
「
杜
陵
野
老
」
と
い
う
、
自
己
を
い
や
し
め
た
こ
と
ば
で
自
己
を
語
っ
て
い
る
こ
と
は
、
自
分
自
身
を
そ
の
よ
う
に
客
体
化
し
て
捉
え

る
認
識
主
体
、
も
う
�
人
の
自
分
が
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
杜
甫
の
自
己
認
識
は
い
わ
ば
入
れ
子
構
造
に
な
っ
て
い

て
、
或
る
�
つ
の
型
（
た
と
え
ば
「
杜
陵
野
老
」
＝
杜
甫
ａ
）
を
す
っ
ぽ
り
収
め
る
も
う
�
人
の
発
話
者
（
杜
甫
ｂ
）
と
い
う
�
重
構
造

が
成
立
し
て
い
る
。
従
来
の
自
己
の
描
き
方
で
は
過
去
の
典
型
に
自
分
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
類
型
の
な
か
に
融
合
し
て
自
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分
と
い
う
個
我
が
消
失
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
対
し
て
杜
甫
の
こ
の
自
己
把
握
は
自
分
を
客
体
化
す
る
も
う
�
人
の
認
識
主
体
を
も
つ
こ

と
に
よ
っ
て
、
提
示
さ
れ
た
人
物
像
と
は
距
離
を
置
い
た
も
う
�
人
の
自
分
の
存
在
を
際
だ
た
せ
る
結
果
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

な
お
、
筆
者
は
、「
杜
甫
の
『
拙
』
に
つ
い
て
」（『
中
国
文
化
』
漢
文
学
会
会
報
�
十
�
号
、
�
�
�
�
年
）
に
お
い
て
、「
杜
陵
野
老
」
や

「
杜
陵
有
布
衣
」
と
い
う
�
人
称
的
な
表
現
で
自
身
を
呼
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
、「
自
分
を
物
語
の
主
人
公
の
よ
う
に
描
く
、
こ
の
�
人
称

的
な
表
現
は
、
吉
川
幸
次
郎
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
批
評
者
と
し
て
の
自
分
を
確
認
す
る
」
行
為
と
い
え
る
。
し
か
し
、
更
に
そ
れ
に
つ

け
加
え
て
言
う
な
ら
ば
、
自
己
を
突
き
離
し
、
客
体
化
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
行
為
だ
っ
た
、
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。」
と
指
摘
し
た
。

（
2
）　

東
晋
、
陶
淵
明
の
「
自
祭
文
」
に
も
、「
陶
子
將
辞
逆
旅
之
館
、
永
帰
於
本
宅
」
と
見
え
る
（『
陶
淵
明
集
校
箋
』
巻
之
�
）。

（
3
）　

陳
子
曰
、「
衛
公
之
戦
伐
、
無
兵
也
。
杜
員
外
詠
歌
、
無
詩
也
。
張
長
史
草
聖
、
無
書
也
。」（『
唐
語
林
』
巻
�
、
言
語
）

（
4
）　

姓
に
「
子
」
を
冠
し
た
表
現
は
、
他
人
を
呼
ぶ
呼
称
と
し
て
は
、
普
通
に
見
え
る
語
で
あ
り
、『
唐
人
称
謂
』（
牛
志
平
・
姚
兆
女
編
著
、
�

秦
出
版
社
、
�
�
�
�
年
�
月
）
で
は
、「
官
吏
称
謂
、
�
、
人
称
」
に
「
姓
＋
「
子
」」
を
あ
げ
、
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

『
大
唐
新
語
』
巻
�
：
馬
懐
素
曰
、「
臣
識
見
庸
浅
、
不
見
貞
慎
等
罪
。」
則
天
意
解
曰
、「
卿
守
我
法
。」
乃
赦
之
。
時
朱
敬
則
知
政
事
、

対
朝
堂
執
懐
素
手
曰
、「
馬
子
、
馬
子
、
可
愛
、
可
愛
。」【
案
】
子
、
為
古
代
男
子
的
尊
称
或
美
称
。

（
5
）　

後
漢
の
馮
衍
は
、
京
兆
杜
陵
の
出
身
で
あ
り
、
�
方
、
潘
岳
は
鞏
県
の
居
住
で
あ
っ
た
。
彼
ら
が
杜
甫
と
同
郷
出
身
の
敬
愛
す
る
先
人
で

あ
っ
た
こ
と
が
自
ら
を
重
ね
た
要
因
か
も
し
れ
な
い
。

（
6
）　
「
贈
李
白
」（『
詳
註
』
巻
之
�
）、「
冬
日
有
懐
李
白
」（
同
上
）、「
夢
李
白
」（『
詳
註
』
巻
之
�
）、「
天
末
懐
李
白
」（
同
上
）
な
ど
。
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