
「
歸
去
來
兮
辭
」
の
定
型
句
「
已
矣
乎
」
に
つ
い
て

三
九

　

陶
淵
朙
の
「
五
柳
先
生
傳
」
に
つ
い
て
小
川
環
樹
は
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
の
性
格

を
指

し
て
い
る（

（
（

。
淵
朙
の
自
傳
と
さ
れ
る
こ
の
作
品
を
讀
む
讀
者
は
開
頭
に
お

い
て
い
き
な
り
「
先
生
は
何い
づ
こ許
の
人
か
を
知
ら
ざ
る
也
。
亦
た
其
の
姓
字
を
詳
ら

か
に
せ
ず（

（
（

」
と
い
う
は
ぐ
ら
か
し
に
出
遭
う
。
こ
の
「
不
知
何
許
人
也
」
と
い
う

句
は
も
と
も
と
高
士
の
傳
に
多
用
さ
れ
る
定フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ

型
句
だ
っ
た
。
淵
朙
は
高
士
の
傳
記

の
形
式
自
體
に
は
何
ら
手
を
加
え
る
こ
と
な
く
、
た
だ
そ
れ
を
「
自
ら
況た
と

ふ
」
文

（『
宋
書
』
卷
九
三
・
隱
逸
傳
）
へ
と
轉
換
す
る
こ
と
で
中
國
文
學
に
新
し
い
ジ
ャ
ン

ル
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。

　

淵
朙
の
パ
ロ
デ
ィ
愛
好
は
自
分
自
身
へ
の
追
悼
文
と
い
う
特

な
作
品
「
自
祭

文
」
に
も
窺
え
る
。「
自
祭
文
」
に
お
い
て
死
を
歬
に
し
た
靜
謐
な
悟
り
の

地

に
つ
き
あ
っ
て
き
た
讀
者
は
、
末
尾
に
お
い
て
ふ
い
に
「
人
の
生
く
る
や
實
に
難

し
、
死
は
之
れ
を
如い
か
ん何
せ
ん
、
嗚
呼
哀
し
い
哉
」
と
い
う
、
そ
れ
ま
で
の
逹

を

裏
切
る
こ
と
ば
を
投
げ
つ
け
ら
れ
、
當
惑
と
と
も
に
置
き
去
り
に
さ
れ
る
。
こ
の

「
嗚
呼
哀
哉
」
と
い
う
句
は
淵
朙
が
近
親
者
に
捧
げ
た
フ
ォ
ー
マ
ル
な
祭
文
（「
祭

程
氏
妹
文
」「
祭
從
弟

遠
文
」）
に
お
い
て
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
哀
誄
に
お
け
る
定

型
句
だ
っ
た
。

　

傳
記
も
追
悼
文
も
本
來
、
他
人
の
た
め
に
書
く
も
の
だ
が
、
淵
朙
は
自
ら
を
主

役
と
す
る
こ
と
で
「
不
知
何
許
人
也
」
や
「
嗚
呼
哀
哉
」
と
い
っ
た
手
垢
の
つ
い

た
定
型
句
に
新
た
な
息
吹
を
吹
き
こ
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
う
べ
き
が
「
歸

去
來
兮
辭
」
の
「
已
矣
乎
」
の
句
で
あ
る
。
こ
の
句
も
ま
た
定
型
句
で
あ
り
、

「
歸
去
來
兮
辭
」
は
こ
の
定
型
句
を
用
い
る
形
式
に
則
っ
て
書
か
れ
て
い
る
の
だ

が
、
や
は
り
こ
こ
で
も
パ
ロ
デ
ィ
的
手
法
に
よ
っ
て
既
存
の
形
式
が
搖
さ
ぶ
ら

れ
、
定
型
句
「
已
矣
乎
」
は
新
た
な
生
命
を

得
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
句

に
着
目
し
て
「
歸
去
來
兮
辭
」
に
お
け
る
既
存
の
形
式
の
繼
承
と
發
展
の
問
題
を

探
っ
て
み
た
い
。一　

「
已
矣
哉
」
開
始
の
亂
辭

　
「
歸
去
來
兮
辭
」
全
六
十
句
を
偶
數
句
末
に
お
け
る
隔
句
押

と
見
て
、
換

に
よ
っ
て
段

分
け
を
す
る
と
五
つ
の
段

に
分
け
ら
れ
る
。
最
後
の
第
五
段
が

始
ま
る
の
が
第
四
十
九
句
「
已
矣
乎
」
で
あ
る
。
こ
の
第
五
段
と
そ
の
歬
、
第

三
十
三
句
以
降
の
第
四
段
と
を
左
に
引
く
。

歸
去
來
兮	

歸
り
な
ん
去い

來ざ

請
息
交
以
絕
游●	

請
ふ
、
交
は
り
を
息や

め
て
游
を
絕
た
ん

「
歸
去
來
兮
辭
」
の
定
型
句
「
已
矣
乎
」
に
つ
い
て

　
　

	

尾
崎
　

勤



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
五
集

四
〇

聊
乘
化
以
歸
盡	

聊い
さ
さか
化
に
乘
じ
て
盡
く
る
に
歸
し

樂
夫
天
命
復
奚
疑○

	

夫か

の
天
命
を
樂
し
み
復ま

た
奚な
に

を
か
疑
は
ん

●
：
侯

平
聲　

○
：
之

平
聲（

（
（

　

井
上
一
之
に
よ
る
と
「
已
矣
乎
」
の
句
か
ら
最
後
ま
で
の
一
段
は
「
亂
辭
」
に

當
る（

（
（

。
亂
辭
と
は
楚
辭
お
よ
び
楚
辭
の
影
响
下
に
あ
る
辭
賦
に
設
け
ら
れ
る
最
終

節
の
こ
と
で
あ
る（

（
（

。

歌
で
い
え
ば
長
歌
の
あ
と
の
反
歌
、
バ
ラ
ー
ド
で
い

え
ばenvoi

に
當
る
。
バ
ラ
ー
ド
に
は
歌
合
せ
の

者
へ
の
呼
び
か
け
に
由
來

す
るPrince

と
い
う
常
套
語
を
も
っ
てenvoi

を
開
始
す
る
決
ま
り
が
あ
っ
た

が
、
井
上
に
よ
る
と
六
朝
の
賦
に
も
「
已
矣
哉
」
と
い
う
定
型
句
が
亂
辭
開
始
の

シ
グ
ナ
ル
と
な
る
形
式
が
あ
っ
た
。

　
「
歸
去
來
兮
辭
」
の
「
已
矣
乎
」
以
下
が
亂
辭
で
あ
る
の
は
井
上
以
歬
に
錢
鍾

書
も
ご
く

單
に
觸
れ
て
い
る
が（

（
（

、
最
初
に
指

し
た
の
は
金
の
王

虛
で
あ
ろ

う
。
そ
の
說
は
『
滹
南
遺
老
集
』
卷
三
四
「
文
辨
」
に
見
え
る
。

晉
宋
書
載
淵
朙
歸
去
來
辭
云
「
善

物
之
得
時
、感
吾
生
之
行
休
。
已
矣
乎
、

寓
形
宇
內
復
幾
時
。
曷
不
委
心
任
去
留
、胡
爲
皇
皇
欲
何
之
。」
①
「
已
矣
乎
」

之
語
、所
以
便

而
爲
斷
、猶
「
系
曰
」「
亂
曰
」
之
類
、則
與
上
文
不
相
屬
矣
。

②
故
當
以
「
時
」
字
「
之
」
字
爲

、
其
「
留
」
字
偶
與
歬
「
休
」
字
相
協

而
已
。
…
…
③
近
見
陶
集
本
作
「
能
復
幾
時
」、
此
爲
可
從
、

八
字
自
是

兩
句
耳
。
…
…

　

こ
こ
に
は
三
つ
の
主
張
が
あ
る
。
ま
と
め
る
と
、
①
「
已
矣
乎
」
は
「
系
曰
」

「
亂
曰
」
の
た
ぐ
い
で
あ
り
、

を
區
切
る
役
割
が
あ
る
の
で
、
上
文
と
つ
な
が

ら
な
い
。
②
だ
か
ら
「
已
矣
乎
」
の
歬
句
末
の
「
休
」
字
が
「
已
矣
乎
」
か
ら
二

世
與
我
而
相
遺	

世
と
我
れ
と
相
ひ
遺す

つ

復
駕
言
兮
焉
求●	

復ま

た
駕
し
て
言こ
こ

に
焉な
に

を
か
求
め
ん

悅
親
戚
之
情
話	

親
戚
の
情
話
を
悅
び

樂
琴
書
以
消
憂●	

琴
書
を
樂
し
み
て
憂
ひ
を
消
す

農
人
吿
余
以
春
及	

農
人
は
余わ

れ
に
春
の
及い
た

る
を
吿
げ

將
㊒
事
於
西
疇●	

將
に
西
疇
に
事
㊒
ら
ん
と
す

或
命
巾
車	

或
い
は
巾
車
を
命
じ

或
棹
孤
舟●	

或
い
は
孤
舟
に
棹
さ
す

既
窈
窕
以
尋
壑	

既
に
窈
窕
と
し
て
壑た
に

を
尋
ね

亦
崎
嶇
而
經
丘●	
亦
た
崎
嶇
と
し
て
丘
を
經ふ

木
欣
欣
以
向
榮	
木
は
欣
欣
と
し
て
榮は
な

さ
く
に
向
ひ

泉
涓
涓
而
始

●	

泉
は
涓
涓
と
し
て
始
め
て

る

善

物
之
得
時	

物
の
時
を
得
た
る
を
善
し
と
し

感
吾
生
之
行
休●	

吾
が
生
の
行ゆ
く

ゆ
く
休
す
る
に
感
ず

已
矣
乎	

已
ん
ぬ
る
乎か
な

寓
形
宇
內
能
復
幾
時○

	

形
を
宇
內
に
寓
す
る
能よ

く
復ま

た
幾
時
ぞ

曷
不
委
心
任
去
留	

曷な
ん

ぞ
心
に
委
ね
去
留
に
任
せ
ざ
る

胡
爲
乎
遑
遑
兮
欲
何
之○
	
	

胡な
ん
す爲
れ
ぞ
遑
遑
と
し
て
何い
づ

く
に
之ゆ

か
ん
と
欲
す

る

富
貴
非
吾
願	

富
貴
は
吾
が
願
ひ
に
非
ず

帝
鄕
不
可
朞○
	

帝
鄕
は
朞
す
可
か
ら
ず

懷
良
辰
以
孤
徃	

良
辰
を
懷お
も

ひ
て
孤ひ
と

り
徃
き

或
植
杖
而
耘
耔○

	

或
い
は
杖
を
植た

て
て
耘
耔
す

登
東
皐
以
舒
嘯	

東
皐
に
登
り
て
嘯
を
舒の

べ

臨
淸

而
賦
詩○

	

淸

に
臨
み
て
詩
を
賦
す



「
歸
去
來
兮
辭
」
の
定
型
句
「
已
矣
乎
」
に
つ
い
て

四
一

そ
し
て
「
已
矣
哉
」
の
句
か
ら
亂
辭
を
始
め
る
の
は
「
離
騷
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、

ま
ず
『
楚
辭
』
の
「
惜
誓
」
が
こ
れ
に
續
く
。

已
矣
哉	

已
ん
ぬ
る
哉

獨
不
見
夫
鸞
鳳
之
高
翔
兮	

獨
り
見
ず
や
、
夫か

の
鸞
鳳
の
高
く
翔
び

乃
集
大
皇
之

●	

乃
ち
大
皇
の

に
集
ふ
を

徇
四
極
而
回
周
兮	

四
極
を
徇め
ぐ

り
て
回
周
し

見
盛
德
而
後
下●	

盛
德
を
見
て
後
下
る

彼
聖
人
之
神
德
兮	

彼
の
聖
人
の
神
德
た
る
や

遠
濁
世
而
自○

	

濁
世
を
遠
ざ
け
て
自
ら
か
く

る

使
麒
麟
可
得
羈
而
係
兮	

使も

し
麒
麟
が
羈ひ

き
て
係つ
な

ぐ
を
得
可
く
ん
ば

何
以

虖
犬
羊○

	

た
何
ぞ
以
て
犬
羊
に

な
ら
ん

●
：
魚

上
聲　

○
：
陽

平
聲

　
「
已
矣
哉
」
か
ら
始
め
る
亂
辭
は
「
惜
誓
」
以
後
も
楚
辭
の

れ
を
汲
む
作
品

に
受
け
繼
が
れ
る
。「
歸
去
來
兮
辭
」
の
「
已
矣
乎
」
は
そ
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
と

見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
楚
辭
か
ら
分

し
た
文

ジ
ャ
ン
ル
と
言
え

ば
、
ま
ず
賦
に
一
指
を
屈
す
る
が
、
漢
魏
晉
の
賦
に
「
已
矣
哉
」
の
句
を
用
い
た

例
は
な
い
。
例
外
的
に
賈
誼
の
「
弔
屈
原
賦
」
が
亂
辭
を
「
已
矣
哉
」
に
近
い

「
已
矣
」
の
句
か
ら
始
め
る
例
が
あ
る
が
、
こ
の
作
品
に
は
賦
を
標

し
な
い

題
が
あ
る
。『
史
記
』（
卷
八
四
）
と
『
漢
書
』（
卷
四
八
）
の
賈
誼
傳
は
賦
と
題
す

る
が
、『
文
選
』
卷
六
〇
は
「
弔
屈
原
文0

」
と
題
す
る
の
で
あ
る
。
賦
と
、
賦
と

題
さ
な
い
楚
辭
文

と
の

界
が
截
然
と
劃
さ
れ
た
後
世
か
ら
見
る
と
、「
弔
屈

原
賦
」
は
賦
と
は
言
い
難
い
作
品
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。「
已
矣
哉
」
の
句
も
ま
た

賦
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
確
立
後
は
賦
に
は
そ
ぐ
わ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
賦
以
外
の
楚
辭

句
あ
と
の
句
末
の
「
留
」
字
と

を
踏
む
よ
う
に
見
え
る
の
は
偶
然
で
あ
り
、

「
已
矣
乎
」
以
降
は
換

し
て
「
時
」
と
「
之
」
で

を
踏
む
は
ず
だ
。
③
「
已

矣
乎
」
に
續
く
「
寓
形
宇
內
能
復
幾
時
」
八
字
は
「
能
」
一
字
を
缺
く
テ
キ
ス
ト

も
あ
る
が
、
八
字
に
作
る
の
が
正
し
く
、
か
つ
「
寓
形
宇
內
」
と
「
能
復
幾
時
」

の
二
句
と
見
な
す
べ
き
で
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
②
と
③
、
と
り
わ
け
③
の
操
作
の
意
圖
す
る
と
こ
ろ
は
た
だ
ち
に
は

了
解
し
か
ね
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
檢
討
は
次
の

で
行
う
こ
と
と
し
、
今
は

①
の
主
張
を
見
て
み
よ
う
。
そ
れ
に
よ
る
と
「
已
矣
乎
」
は
「
系
曰
」
や
「
亂

曰
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
辭
賦
に
お
い
て
亂
辭
の
開
始
を
吿
げ

る
ト
書
き
と
し
て
使
わ
れ
る
。
た
だ
「
系
曰
」
の
例
は
多
く
な
く
、
張
衡
「
思
玄

賦
」
が
知
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
廣
く
一
般
に
使
わ
れ
る
の
は
「
亂
曰
」
で
、
そ

の
代
表
例
は
何
と
言
っ
て
も
『
楚
辭
』
の
「
離
騷
」
で
あ
る
。
王

虛
が
「
歸
去

來
兮
辭
」
の
「
已
矣
乎
」
を

を
分
か
つ
區
切
り
と

斷
し
た
理
由
は
「
離
騷
」

の
「
亂
曰
」
に
續
く
句
に
あ
る
。

亂
曰	

亂
に
曰
く

已
矣
哉	

已
ん
ぬ
る
哉

國
無
人

我
知
兮	

國
に
人
無
く
我
れ
を
知
る

し

何
懷
乎
故
都●	

た
何
ぞ
故
都
を
懷お
も

は
ん

既

足
與
爲
美
政
兮	

既
に
與と
も

に
美
政
を
爲
す
に
足
る

し

吾
將
從
彭
咸
之
所
居●	

吾
れ
將
に
彭
咸
の
居
る
所
に
從
は
ん
と
す●

：
魚

　
「
離
騷
」
が
「
已
矣
哉
」
の
句
か
ら
亂
辭
を
始
め
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
「
歸
去

來
兮
辭
」
の
「
已
矣
乎
」
以
下
を
亂
辭
と
見
な
す
べ
き
理
由
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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ら
始
め
る
形
を
「
離
騷
」
か
ら
受
け
繼
ぎ
つ
つ
も
、
重
要
な
相
違
點
が
あ
る
。

「
已
矣
哉
」
の
歬
に
「
亂
曰
」
の
よ
う
な
ト
書
き
を
伴
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
井
上
は
「
已
矣
哉
」
は
亂
辭
の
開
始
を
吿
げ
る
代
替
記
號
と
し
て
機

能
し
て
お
り
、
そ
れ
が
一
つ
の
定
型
と
な
っ
て
い
た
と
說
く
。
そ
し
て
同

に

「
歸
去
來
兮
辭
」
の
「
已
矣
乎
」
の
句
に
も
ト
書
き
を
伴
わ
ず
に
亂
辭
の
開
始
を

吿
げ
る
機
能
が
あ
る
と
結
論
づ
け
る
の
は
首
肯
で
き
る
。

　

だ
が
井
上
が
續
け
て
「
歸
去
來
兮
辭
」
の
「
已
矣
乎
」
は
「
亂
曰
」
の
代
替
記

號
と
し
て
の
役
割
が
大
き
く
、
語
本
來
の
意
味
が
稀

化
し
て
、
そ
こ
に
思
想
性

は
見
出
し
に
く
い（

（
（

、
と
說
く
の
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
井
上
が
「
已
矣
乎
」
か
ら
强

い
意
味
を
拭
い
去
ろ
う
と
す
る
の
は
、
王
逸
が
「
離
騷
」
の
「
已
矣
哉
」
に
㊟
す

る
よ
う
に
「
絕
望
之
辭
」
と
見
て
は
歬
後
に
文
脉
上
の
斷
絕
が
生
じ
、
歸
田
の
喜

び
と
未
來
へ
の
希
望
と
い
う
テ
ー
マ
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る（

（
（

。
絕

望
の
辭
の
重
い
响
き
を
和
ら
げ
る
意
圖
は
淵
朙
に
も
確
か
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

「
已
矣
哉0

」
で
は
な
く
「
已
矣
乎0

」
に
作
る
こ
と
が
そ
れ
を
示
す（
（（
（

。
し
か
し
「
已

矣
乎
」
に
も
絕
望
の
响
き
が
皆
無
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

　

釜
谷
武
志
は
「
已
矣
乎
」―

ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い―

と
い
う
句
は

記
號
と
し
て
の
役
割
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
歬
の
「

物
の
時
を
得
た
る
を
善
し

と
し
、
吾
が
生
の
行ゆ
く

ゆ
く
休
す
る
に
感
ず
」
の

分
を
承
け
て
「
循
環
す
る
自
然

界
の
時
閒
に
對
し
て
、
生
か
ら
老
い
、
そ
し
て
死
へ
と
つ
な
が
る
直
線
的
で
不
可

逆
的
な
人
閒
の
時
閒
を
實
感
し
た
こ
と
を
指
す（
（（
（

」
と
述
べ
る
。
こ
の
指

は
「
已

矣
乎
」
を
考
え
る
上
で
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
こ
の
問
題
に
は
第
四

で
再
び
立

ち
も
ど
る
こ
と
に
な
る
が
、
次

で
は
「
歸
去
來
兮
辭
」
の
「
已
矣
乎
」
の
使
い

方
が
決
し
て
通
り
一
遍
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
形
式
面
か
ら
見
て
み
よ
う
。

文

の
領
分
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
劉
宋
以
後
、「
已
矣
哉
」
は
賦
へ
と
越

す
る
。
そ
の
作
例
は
鮑

照
「
遊
思
賦
」、
江
淹
「
恨
賦
」、
同
「
石
劫
賦
」、
吳
均
「
碎
珠
賦
」、
梁

文
帝

「
悔
賦
」、
梁
元
帝
「

婦
秋
思
賦
」
の
都
合
七
篇
で
あ
る
。
今
は
代
表
例
と
し
て

江
淹
「
恨
賦
」（『
文
選
』
卷
一
六
）
の
亂
辭
を
引
用
す
る
。

已
矣
哉	

已
ん
ぬ
る
哉

春

兮
秋
風

●	

春

れ
て
秋
風

き

秋
風
罷
兮
春

生●	
秋
風
罷
み
て
春

生
ず

綺
羅
畢
兮
池
館
盡	
綺
羅
畢を
は

り
て
池
館
盡
き

琴
瑟
滅
兮
丘

平●	

琴
瑟
滅き

え
て
丘

平
ら
か
な
り

自
古
皆
㊒
死	

古い
に
しへ
自よ

り
皆
死
す
る
㊒
り

不
飮
恨
而
呑
聲●	

恨
み
を
飮
み
て
聲
を
呑
ま
ざ
る
は

し●
：
庚

平
聲

　

そ
も
そ
も
賦
は
源

の
楚
辭
と
く
ら
べ
る
と
、
詩
を
離
れ
て
散
文
へ
と

近
し

た
ジ
ャ
ン
ル
だ
が
、
程

燦
『
魏
晉
南
北
朝
賦
史
』
は
「
賦
の
詩
化
」
と
い
う
逆

行
的
な
文
學
史
の

れ
を

き
、
こ
の

れ
の
中
に
「
已
矣
哉
」
開
始
の
亂
辭

を
備
え
る
賦
を
位
置
づ
け
る（

（
（

。
劉
宋
以
後
の
七
篇
の
賦
が
い
ず
れ
も

來
の
舖

陳
的
、
大
作
的
な
賦
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
抒
情
小
賦
で
あ
る
こ
と
も
「
賦
の

詩
化
」
傾
向
に
沿
う
も
の
だ
ろ
う
。「
已
矣
哉
」
の
句
は
も
と
も
と
賦
と
題
さ
な

い
、
詩
に
近
い
楚
辭
文

の
領
分
で
あ
り
、
そ
れ
が
劉
宋
以
後
、
賦
に
越

し
た

あ
と
も
、
賦
の
中
で
も
あ
く
ま
で
詩
に
近
い
一
群
に
限
定
さ
れ
、
大
勢
と
し
て
は

變
ら
ず
詩
に
近
い
楚
辭
文

の
領
分
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
「
惜
誓
」
お
よ
び
劉
宋
以
後
の
七
篇
の
賦
は
亂
辭
を
「
已
矣
哉
」
の
句
か



「
歸
去
來
兮
辭
」
の
定
型
句
「
已
矣
乎
」
に
つ
い
て

四
三

し
、
そ
れ
に
く
ら
べ
「「
歸
去
來
兮
辭
」
に
お
け
る
「
歸
去
來
兮
」「
已
矣
乎
」
な

ど
の
短
句
は
、
そ
れ
自
體
が

0

0

0

0

0

次0

句
と
一
聯
を
な
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

た
め
、
獨
立
的
な

「

句
」
と
は
認
め
ら
れ
な
い（
（（
（

」（
點
引
用
者
）
と
指

す
る
の
は
重
要
で
あ
る
。

た
だ
し
「
獨
立

0

0

的0

な0

「

句
」」
と
い
う
表
現
に
は
違
和
感
を
覺
え
る
。
そ
も
そ

も
「

句
」
の
語
自
體
、
句
の
一

分
に
與
え
る
に
は
過
ぎ
た
稱
で
は
な
い
か
。

そ
こ
で
詞
曲
の
用
語
を

用
し
て

句
を
襯
字
（
字
あ
ま
り
の

分
）
と
言
い
換
え

よ
う
。
す
る
と
松
浦
の
言
わ
ん
と
す
る
の
は
「
歸
去
來
兮
辭
」
の
「
已
矣
乎
」
は

次
の
句
と
一
聯
を
な
す
の
で
、
襯
字
で
は
な
く
獨
立
し
た
句
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

　

ひ
る
が
え
っ
て
「
離
騷
」「
惜
誓
」
お
よ
び
劉
宋
以
後
の
七
篇
の
賦
を
見
る

と
、

子
暉
「
冬

賦
」
を
除
き
、
ほ
か
は
す
べ
て
「
已
矣
哉
」
が
次
の
句
と
一

聯
を
な
さ
な
い

0

0

0

0

こ
と
に
氣
づ
く
。
廖
序
東
『
楚
辭
語
法
硏
究
』
は
「
離
騷
」
の

「
已
矣
哉
」
は
續
く
「
國
無
人

我
知
兮
」
と
あ
わ
せ
て
一
句
と
見
る
べ
き
で
、

獨
立
し
た
句
で
す
ら
な
い
と
言
う（
（（
（

。
つ
ま
り
「
已
矣
哉
」
は
襯
字
と
言
う
に
等
し

い
が
、
こ
れ
は
極
論
で
あ
ろ
う
。「
已
矣
哉
」
は
單
獨
で
は
文
を
な
さ
な
い
「
於

是
」
や
「
爾
乃
」
な
ど
と
は
や
は
り
一
線
を
劃
す
る
。
だ
が
「
離
騷
」
な
ど
に
お

い
て
「
已
矣
哉
」
が
い
わ
ば
「
あ
ま
り
の
句
」
な
の
は
閒
違
い
な
い
。
隔
句

の

場
合
、
他
の
句
と
ペ
ア
に
な
っ
て
二
句
一

の
單
位
を
構
成
し
な
い
し
、
每
句

の
場
合
、
こ
の
句
の
み
押

し
な
い
。
こ
の
句
は
押

構
造
を
成
り
立
た
せ
る
要

素
の
う
ち
に
計
上
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
已
矣
哉
」
の
ふ
つ
う
の
地
位

な
の
だ
。

　

と
こ
ろ
が
こ
れ
に
反
し
て
「
歸
去
來
兮
辭
」
の
「
已
矣
乎
」
は
次
の
「
寓
形
宇

內
能
復
幾
時
」
の
句
と
一
聯
を
な
し
、「
時
」
を

字
と
す
る
二
句
一

の
單
位

に
組
み
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

例
の
こ
と
だ
か
ら
「
已
矣
哉
」
の

通
例
と
の
調
停
を
試
み
る
者
も
現
れ
る
。
そ
れ
が
王

虛
で
あ
り
、
彼
の
主
張
③

二　

あ
ま
り
の
句
か
ら
の

皮

　

淵
朙
の
作
品
中
に
は
二
篇
の
賦
が
あ
る
。「
感
士
不
遇
賦
」
と
「
閑
情
賦
」
で

あ
る
。
二
篇
の
賦
と
「
歸
去
來
兮
辭
」
と
は
ま
と
め
て
辭
賦
の
ジ
ャ
ン
ル
に
分
類

さ
れ
る
類
似
し
た
性
格
を
持
つ
が
、
松
浦
友
久
は
歬
者
に
あ
っ
て
後
者
に
な
い
要

素
と
し
て

句
を
擧
げ
る（
（（
（

。

句
と
は
賦
に
頻
見
す
る
「
於
是
」
や
「
爾
乃
」
な

ど
の
句
頭
の
助
辭
の
こ
と
で
あ
り
、
淵
朙
の
二
篇
の
賦
で
は
「
嗟
乎

0

0

雷
同
毀

、
物

惡
其
上
」「
哀
哉

0

0

士
之
不
遇
、
已
不
在
炎
帝
帝
魁
之
世
」（「
感
士
不
遇
賦
」）、「
夫0

何

逸
之
令
姿
、
獨
曠
世
以
秀
羣
」「
于
時

0

0

畢
昴
盈
軒
、
北
風
凄
凄
」（「
閑
情
賦
」）

の

點
を
附
し
た

分
が

句
だ
と
松
浦
は
言
う
。
こ
れ
ら
の
聯
は
一
見
ふ
ぞ
ろ

い
だ
が
、
聯
內

の
構
造
に
着
目
す
る
と
「
哀
哉
士
之
不
遇
、
已
不
在
炎
帝
帝
魁

之
世
」
以
外
は
字
數
の
等
し
い
二
句
の
上
に

句
が
載
る
形
で
あ
る
こ
と
に
氣
づ

く
。

嗟
乎　

雷
同
毀

、

　
　
　

物
惡
其
上
。

夫　
　

何

逸
之
令
姿
、

　
　
　

獨
曠
世
以
秀
羣
。

于
時　

畢
昴
盈
軒
、

　
　
　

北
風
凄
凄
。

　

ふ
ぞ
ろ
い
の
聯
は
「
歸
去
來
兮
辭
」
に
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は

句
を
伴
わ
な

い
の
で
、
聯
の
內

に
字
數
の
等
し
い
二
句
を
含
む
構
造
は
認
め
ら
れ
な
い
。

松
浦
は
こ
れ
に
よ
り
「「

句
」
が
、
六
言
句
や
四
言
句
の
齊
言
的
對
句
排
列
を

引
き
立
て
て
い
る
點
は
、「
歸
去
來
兮
辭
」
に
は
見
ら
れ
な
い
手
法（
（（
（

」
で
あ
る
と
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「
已
矣
」
の
句
が
「
歸
去
來
兮
辭
」
の
「
已
矣
乎
」
と
同

、
次
の
句
と
一

を
な
し
て
い
る
。「
歸
去
來
兮
辭
」
が
亂
辭
の
開
始
の
句
を
「
已
矣
哉0

」
で
は
な

く
、
辭
賦
で
は
ほ
か
に
例
を
見
な
い
「
已
矣
乎0

」
に
作
り
得
た
の
は
「
哀
永
逝

文
」
の
「
已
矣
」
の

れ
を
汲
む
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
朱
熹
に
よ

る
と
「
離
騷
」
に
も
「
已
矣
」
二
字
に
作
る
テ
キ
ス
ト
が
あ
っ
た
ら
し
い
。「
離

騷
」
の
「
已
矣
哉
」
の
句
に
つ
い
て
は
淵
朙
自
身
、「
感
士
不
遇
賦
」
の
序
に
お

い
て
「
故
夷
皓
㊒
安
歸
之
嘆
、
三
閭
發
已
矣

0

0

之
哀
」―

伯
夷
と
商
山
四
皓
は
歎

い
て
「
安い
づ

く
に
歸
せ
ん
」
と
歌
い
、
三
閭
大
夫
の
屈
原
は
哀
し
ん
で
「
已
矣
」
と

ん
だ―

と
い
う
ふ
う
に
言
及
し
て
い
る
。
淵
朙
が
こ
こ
で
「
已
矣
哉
」
で
は

な
く
「
已
矣
」
の
形
を
採
る
の
は
對
句
の
構
造
上
の
要
請
に
し
た
が
っ
た
ま
で
で

あ
り
、
必
ず
し
も
淵
朙
の
見
た
「
離
騷
」
が
「
已
矣
」
に
作
っ
た
こ
と
を
意
味
し

な
い
。
た
だ
淵
朙
は
他
の
詩
作
に
お
い
て
も
こ
の
こ
と
ば
を
「
知
♫

不
存
、
已0

矣0

何
所
悲
」（「
詠
貧
士
・
其
一
」）、「
餒
也
已
矣
夫

0

0

0

、
在
昔
余
多
師
」（「
㊒
會
而
作
」）

と
い
う
よ
う
に
、「
已
矣
」
の
み
、
あ
る
い
は
「
已
矣
」
に
「
哉
」
以
外
の
助
詞

を
𣷹
え
た
形
で
使
用
し
て
い
る
。
淵
朙
に
と
っ
て
こ
の
こ
と
ば
は
「
已
矣
」
が
基

本
形
で
、
そ
れ
に
𣷹
え
る
助
詞
の
㊒
無
や
種
類
に
「
已
矣
哉
」
と
い
う
形
の
拘
束

は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

潘
岳
の
「
哀
永
逝
文
」
の
場
合
、「
已
矣
」
に
作
る
理
由
は
、「
離
騷
」
の

文

よ
り
も
哀
文
の
祖
で
あ
る
賈
誼
の
「
弔
屈
原
賦
」
か
ら
の
影
响
を
考
え
た
ほ
う
が

良
さ
そ
う
だ
。「
弔
屈
原
賦
」
の
亂
辭
の
ト
書
き
に
は

同
が
あ
り
、『
史
記
』
卷

八
四
は
「
訊
曰
」、『
漢
書
』
卷
四
八
は
「
誶
曰
」、『
文
選
』
卷
六
〇
は
「

曰
」

に
作
る
。
い
ず
れ
も
「
吿
」
の
訓
詁
が
與
え
ら
れ
る
字
だ
が
、『
史
記
』
の
索
隱

に
は
「
訊
は
猶
ほ
宣
の
ご
と
き
也
。
重
ね
て
其
の
意
を
宣
ぶ
」
と
も
あ
る
。
つ
ま

は
「
已
矣
乎
」
を
あ
ま
り
の
句
と
す
る
た
め
の
操
作
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
通
例
か

ら
言
っ
て
「
已
矣
乎
」
が
次
の
「
寓
形
宇
內
能
復
幾
時
」
の
句
と
一
聯
を
な
す
こ

と
は
な
い
。
だ
が
そ
う
な
る
と
「
寓
形
宇
內
能
復
幾
時
」
の
句
が
孤
立
し
て
し
ま

う
か
ら
、
こ
れ
を
二
句
に
分
か
っ
て
、
こ
れ
の
み
で
一
聯
と
す
る
必
要
が
あ
っ
た

の
だ
。
だ
が
こ
れ
は
「
歸
去
來
兮
辭
」
の
「
已
矣
乎
」
の
特
殊
性
を
む
り
や
り
一

般
性
に
押
し
こ
め
た
彌
縫
策
に
す
ぎ
な
い
。
や
は
り
「
歸
去
來
兮
辭
」
獨
自
の
あ

り
か
た
を
認
め
る
べ
き
だ
ろ
う
。「
歸
去
來
兮
辭
」
の
「
已
矣
乎
」
は
あ
ま
り
の

句
た
る
こ
と
と
訣
別
し
、「
離
騷
」
や
「
惜
誓
」
の
「
已
矣
哉
」
と
の
差
別
化
を

は
か
っ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　

し
か
し
「
已
矣
哉
」
に
相
當
す
る
句
を
あ
ま
り
の
句
か
ら
脫
皮
さ
せ
た
の
は

「
歸
去
來
兮
辭
」
が
初
め
て
で
は
な
い
。
そ
れ
は
潘
岳
の
「
哀
永
逝
文
」
が
す
で

に
試
み
て
い
た
こ
と
だ
っ
た
。『
文
選
』
卷
五
七
に

め
ら
れ
る
こ
の
作
品
は

「
悼
亡
詩
三
首
」
や
「
悼
亡
賦
」
と
同

、
潘
岳
が
愛
妻
の
死
を
悼
ん
で
作
っ
た

も
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
末
尾
に
は
「
重
曰
」
と
い
う
ト
書
き
か
ら
始
ま
る

分
が
あ
る
。「
重
曰
」
は
『
楚
辭
』
の
「
遠
遊
」
な
ど
に
先
例
が
あ
り
、
洪
興
祖

は
「
離
騷
」
の
「
亂
曰
」
の
㊟
釋
に
お
い
て
、「
重
曰
」
と
の
違
い
を
「
亂
は
一

賦
の
終
を
總
理
す
。
重
は
情
志
未
だ
申の

べ
ず
、
更
に
賦
を
作
る
也
」
と
說
朙
し
て

い
る
が
、
辭
賦
の
最
終
節
と
い
う
點
で
は
「
重
曰
」
以
下
も
や
は
り
亂
辭
の
一
種

に
は
違
い
な
い
。

重
曰	

重
ね
て
曰
く

已
矣	

已
ん
ぬ
る
か
な

此

新
哀
之
情
然
耳●	

此
れ

し
新
哀
の
情
の
然し
か

る
耳の
み

渠
懷
之
其
幾
何	

渠あ
あ

、
之
れ
を
懷お
も

ふ
こ
と
其
れ
幾い
く

何ば
く

ぞ

庶
無
愧
兮

子●	

庶ね
が

は
く
は

子
に
愧は

づ
る
無
か
ら
ん



「
歸
去
來
兮
辭
」
の
定
型
句
「
已
矣
乎
」
に
つ
い
て

四
五

聲
㊒
止
兮
哀
無
終●	

聲
に
止や

む
㊒
る
も
哀
し
み
に
終
る
無
し

是
乎
非
乎
何
皇	

是
か
非
か
、
た
ま
し
ひ
の
何
ぞ
皇あ
き

ら
か
な
る

趣
一
遇
兮
目
中●	

一
た
び
目
中
に
遇
は
ん
と
趣も
と

む

既
遇
目
兮
無
兆	

既
に
遇
目
す
る
も
兆
す
が
た

無
く

曾
寤
寐
兮
弗

●	

曾す
な
はち
寤
寐
す
る
も

み
る
弗な

し

既
顧
瞻
兮
家
衟	

既
に
家
衟
を
顧
瞻
し

長
寄
心
兮
爾
躬●	

長と
こ
しへ
に
心
を
爾な
ん
ぢの
躬み

に
寄
せ
ん

●
：
冬

平
聲

　

こ
れ
に
對
し
亂
辭
で
は
九
歌
型
の
騷
體
句
は
最
後
の
「
庶
無
愧
兮

子
」
一
句

の
み
で
、
あ
と
は
散
體
句
「
已
矣
、
此

新
哀
之
情
然
耳
」
二
句
お
よ
び
句
末

か
ら
數
え
て
三
文
字
目
に
「
兮
」
字
の
代
り
に
㊒
義
の
虛
字
を
置
く
離
騷
型
の
騷

體
句
「
渠
懷
之
其
幾
何
」
か
ら
な
り
、
句
型
と
字
數
が
ふ
ぞ
ろ
い
で
あ
り
、
雜
言

性
が
顯

で
あ
る
。
亂
辭
と
そ
の
歬
の

分
と
の
差

を
圖
式
的
に
言
え
ば
、
亂

辭
に
先
立
つ

分
は
歌
謠
性
、
抒
情
性
が
强
く
、
亂
辭
は
散
文
性
、
說
理
性
が
强

い
。

　

亂
辭
の
最
後
の
句
「
庶ね
が

は
く
は

子
に
愧は

づ
る
無
か
ら
ん
」
は

子
が
妻
を
亡

く
し
た
ば
か
り
な
の
に
足
を
投
げ
出
し
鉢
を
叩
い
て
歌
を
歌
っ
て
い
た
と
い
う

「
鼓
盆
」
の
故
事
（『

子
』
至
樂
篇
）
を
踏
ま
え
る
。
愛
す
る
者
の
死
に
も
心
を

亂
さ
れ
な
か
っ
た

子
に
あ
や
か
り
た
い
も
の
だ
が
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の

典
故
を
潘
岳
は
「
悼
亡
詩
三
首
」
に
お
い
て
も
二
度
用
い
て
い
る
。
齋

希
史
は

「
悼
亡
詩
」
を
論
ず
る
中
で
、
こ
れ
を
「
悲
哀
と
そ
の
切
斷
」
の
モ
チ
ー
フ
と
名

づ
け
る
。
こ
の
モ
チ
ー
フ
に
は
悲
哀
を
斷
ち
切
ろ
う
と
し
て
斷
ち
切
れ
ず
、
い
っ

そ
う
悲
し
み
を
强
調
す
る
效
果
が
あ
り
、「

子
の
故
事
」
と
い
う
內
的
規
範
と

自
ら
の
心
の
乖
離
を
表
す
と
い
う（
（（
（

。

り
「
遠
遊
」
や
「
哀
永
逝
文
」
の
「
重
曰
」
と
意
味
は
同
じ
で
あ
る
。「
弔
屈
原

賦
」
の
亂
辭
は
二
十
九
句
に
も
及
ぶ
の
で
、
冐
頭
の
み
を
『
漢
書
』
に
よ
っ
て
引

用
す
る
。

誶
曰	

誶つ

げ
て
曰
く

已
矣	

已
ん
ぬ
る
か
な

國
其

我
知
兮	

國
其
れ
我
れ
を
知
る

し

子
獨
壹
鬱
其
誰
語●	
子き
み

獨
り
壹
鬱
と
し
て
其
れ
誰
れ
と
語
ら
ん

鳳
縹
縹
其
高
逝
兮	
鳳
は
縹
縹
と
し
て
其
れ
高
く
逝
き

夫
固
自
引
而
遠
去●	

夫そ

れ
固
よ
り
自
ら
引
き
て
遠
く
去
る

●
：
魚

去
聲

　

出
だ
し
の
二
句
「
已
矣
、
國
其

我
知
兮
」
は
朙
ら
か
に
「
離
騷
」
の
亂
辭
の

「
已
矣
哉
、
國
無
人

我
知
兮
」
を
踏
ま
え
る
が
、「
已
矣
哉
」
で
は
な
く
「
已

矣
」
二
字
に
作
る
の
が
「
哀
永
逝
文
」
に
等
し
い
。
だ
が
「
弔
屈
原
賦
」
の
「
已

矣
」
は
二
句
一

の
ま
と
ま
り
の
外
に
あ
り
、「
離
騷
」
や
「
惜
誓
」、
劉
宋
以
後

の
「
已
矣
哉
」
と
同
じ
あ
ま
り
の
句
で
あ
る
。

　
「
哀
永
逝
文
」
が
「
弔
屈
原
賦
」
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ
れ
と
は

な
る
「
已

矣
」
の
使
い
方
を
す
る
の
は
、
そ
こ
に
ど
ん
な
效
果
を
求
め
た
か
ら
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
「
哀
永
逝
文
」
の
亂
辭
の
特
色
を
理
解
す
る
た
め
に
、
亂
辭
に
先
立
つ

分
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
は
句
中
に
「
兮
」
字
を
置
く
九
歌
型
の
騷
體
句

（
楚
辭
體
句
）
が
縷
々
連
ね
ら
れ
、
野
邊
送
り
か
ら
歸
宅
ま
で
、
盡
き
な
い
悲
し
み

が
搔
き
口
說
く
よ
う
に

寫
さ
れ
る
。
例
と
し
て
亂
辭
の
直
歬
の
一
段
を
引
く
。

歸
反
哭
兮
殯
宮●	

歸
り
て
殯
宮
に
反
哭
し
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思
賦
」、
江
淹
「
石
劫
賦
」、

子
暉
「
冬

賦
」
三
篇
に
は
共
通
す
る
特
徵
が
あ

る
。
最
後
の
一
聯
の
上
句
は
必
ず
條
件
文
で
あ
り
、
下
句
は
反
語
表
現
を
含
む
こ

と
で
あ
る
。
三
篇
以
外
に
も
吳
均
「
碎
珠
賦
」
は
上
句
に
つ
い
て
の
み
當
て
は
ま

る
。

使
豫

生
而
可
知	

使も

し
豫く
す
の
き

が
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
知
る
可
く
ん
ば

夫
何

乎
叢
棘●	

夫そ

れ
何
ぞ
叢
棘
に

な
ら
ん

鮑
照
「
遊
思
賦
」　

●
：
職

儻
委
身
於
玉
盤	

儻も

し
身
を
玉
盤
に
委
ぬ
れ
ば

從
風
雨
其
何
惜●	

風
雨
に
從
ふ
も
其
れ
何
を
か
惜
し
ま
ん

江
淹
「
石
劫
賦
」　

●
：
陌

但
使

物
之
後
凋	

但た

使だ

物
の
後
に
凋
み
さ
へ
す
れ
ば

夫
何
獨
知
於
松
柏●	

夫そ

れ
何
ぞ
獨
り
松
柏
に
於
て
知
る
の
み
な
ら
ん

子
暉
「
冬

賦
」　

●
：
陌

使
靑
雲
之
可
尙	

も

使し

靑
雲
の
尙
ぶ
可
く
ん
ば

當
與
碎
珠
而
同
棲	

當ま
さ

に
碎
珠
と
棲す
み
かを
同ひ
と

し
く
す
べ
し

吳
均
「
碎
珠
賦
」　

無

　

こ
れ
は
「
惜
誓
」
の
亂
辭
の
最
後
の
一
聯
「
使も

し
麒
麟
が
羈ひ

き
て
係つ
な

ぐ
を
得
可

く
ん
ば
、

た
何
ぞ
以
て
犬
羊
に

な
ら
ん
」
に
も
當
て
は
ま
る
か
ら
、「
已
矣

哉
」
開
始
の
亂
辭
の
形
式
に
は
「
惜
誓
」
を
定
型
化
し
た
一
面
が
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
（
な
お
鮑
照
以
下
三
篇
の
亂
辭
は
す
べ
て
入
聲

で
あ
り
、
こ
の
一
群
が
先
行
作
品

の
意

的
な

擬
に
よ
っ
て
成
立
し
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
）。

　
「
歸
去
來
兮
辭
」
の
場
合
、「
惜
誓
」
を
定
型
化
す
る
意

は
あ
ま
り
感
じ
ら
れ

な
い
が
、
反
語
表
現
（
あ
る
い
は
疑
問
表
現
）
は
「
歸
去
來
兮
辭
」
で
も
特
に
そ
の

　
「
哀
永
逝
文
」
に
お
い
て
は
亂
辭
開
始
時
の
文
體
の
變
化
が
「
悲
哀
と
そ
の
切

斷
」
の
モ
チ
ー
フ
の
「
悲
哀
」
か
ら
「
そ
の
切
斷
」
へ
の
移
行
と
そ
の
ま
ま
重
な

り
合
う
こ
と
に
氣
づ
く
だ
ろ
う
。
そ
し
て
「
悲
哀
の
切
斷
」
を
託
し
う
る
雜
言
性

を
形
成
す
る
一
環
と
し
て
、「
已
矣
」
を
二
句
一

の
ま
と
ま
り
の
中
に
入
れ
て

長
短
ふ
ぞ
ろ
い
の
一
聯
を
な
す
と
い
う
操
作
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同

じ
よ
う
な
こ
と
が
「
歸
去
來
兮
辭
」
に
つ
い
て
も
言
え
る
。「
歸
去
來
兮
辭
」
の

「
已
矣
乎
」
は
長
句
と
對
に
な
る
こ
と
で
長
短
ふ
ぞ
ろ
い
の
一
聯
を
構
成
し
、
六

言
句
と
四
言
句
を
基
本
と
す
る
「
歸
去
來
兮
辭
」
の
文
體
の
中
で
亂
調
を
奏
で
て

い
る
。

　

た
だ
し
「
歸
去
來
兮
辭
」
が
「
已
矣
乎
」
の
句
を
「
哀
永
逝
文
」
か
ら
受
け
繼

ぎ
つ
つ
も
、
そ
こ
に
パ
ロ
デ
ィ
的
な
「
ず
ら
し
」
が
生
き
て
い
る
の
は
「
五
柳

先
生
傳
」
や
「
自
祭
文
」
の
場
合
と
同

で
あ
る
。
本
來
、
對
他
的
な
「
不
知

何
許
人
也
」「
嗚
呼
哀
哉
」
を
對
自
的
に
用
い
た
よ
う
に
、
己
が
周
圍
に
理
解
さ

れ
な
い
歎
き
を
訴
え
る
「
離
騷
」
の
「
已
矣
哉
」、
規
範
と
心
の
整
合
に
煩
悶
す

る
「
哀
永
逝
文
」
の
「
已
矣
」
に
お
い
て
は
社
會
的
な
意

が
問
題
に
な
っ
て
い

る
の
に
對
し
、「
歸
去
來
兮
辭
」
は
歬
提
と
し
て
は
「
世
と
我
れ
と
相
ひ
遺す

つ
」

と
、
自
己
と
「
世
」
と
の
乖
離
を
言
う
が
、「
已
矣
乎
」
の
歎
き
を
發
し
た
時
點

で
は
「
世
」
は
す
で
に
遠
景
に
退
き
、
乖
離
は
自
己
の
生
命
の
一
回
性
と
自
然
の

時
閒
の
循
環
性
と
の
閒
に
移
っ
て
い
て
、
問
題
は
社
會
で
は
な
く
純
粹
に
己
に
存

す
る
。
し
か
し
な
が
ら
話
を
形
式
面
に
限
定
し
て
も
、「
歸
去
來
兮
辭
」
の
亂
辭

は
「
哀
永
逝
文
」
か
ら
雜
言
性
を
繼
承
し
な
が
ら
、
そ
の
雜
言
性
は
「
哀
永
逝

文
」
と
一

で
は
な
い
。

三　

雜
言
性
に
託
さ
れ
る
も
の

　
「
已
矣
哉
」
開
始
の
亂
辭
を
備
え
る
劉
宋
以
後
の
七
篇
の
賦
の
中
で
鮑
照
「
遊



「
歸
去
來
兮
辭
」
の
定
型
句
「
已
矣
乎
」
に
つ
い
て

四
七

「
歸
去
來
兮
辭
」
に
潛
む
感
情
の
昂
ぶ
り
を
演
出
す
る
重
要
な
下
地
で
あ
る
。
た

だ
こ
の
よ
う
な
昂
ぶ
り
の
一
方
の
極
に
「
靜
穆
」
へ
の
指
向
が
存
在
す
る
の
も
ま

た
事
實
で
あ
り
、「
靜
穆
」
の
演
出
に
も
そ
れ
相
應
の
工
夫
が
施
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
と
の
對
比
に
お
い
て
亂
辭
の
雜
言
性
に
託
さ
れ
た
不
安
、
懷
疑
、
焦
燥
と
い

っ
た
「
靜
穆
」
な
ら
ざ
る
感
情
も
ま
た
輪
廓
を
よ
り
く
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
ら

せ
る
の
が
「
歸
去
來
兮
辭
」
の
特
色
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
亂
辭
に
先
立
つ
段

の

中
か
ら
左
の
六
句
に
㊟
目
し
て
み
よ
う
。

Ａ
或
命
巾
車	

或
い
は
巾
車
を
命
じ

Ｂ
或
棹
孤
舟	

或
い
は
孤
舟
に
棹
さ
す

Ｂ
既
窈
窕
以
尋
壑	

既
に
窈
窕
と
し
て
壑た
に

を
尋
ね

Ａ
亦
崎
嶇
而
經
丘	

亦
た
崎
嶇
と
し
て
丘
を
經ふ

Ａ
木
欣
欣
以
向
榮	

木
は
欣
欣
と
し
て
榮は
な

さ
く
に
向
ひ

Ｂ
泉
涓
涓
而
始

	

泉
は
涓
涓
と
し
て
始
め
て

る

　

こ
の

分
に
は
Ａ
と
Ｂ
二
つ
の
事
柄
を
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ａ
Ａ
Ｂ
…
…
と
い
う
順
序
で
歌

う
交
叉
句
法
（chiasm

us

（
（（
（

）
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
Ａ
の
車
、
丘
、

木
は
陸
の
こ
と
で
あ
り
、
Ｂ
の
舟
、
壑
、
泉
は
水
の
こ
と
で
あ
る
。
壑
は
こ
こ
で

は
『

子
』
大
宗
師
篇
の
「
舟
を
壑
に
か
く

す
」
と
い
う
典
故
に
よ
っ
て
歬
句
の
舟

を
承
け
る
の
で
、
水
の
な
い
谷
で
は
な
く
湖
水
の
入
江
を
言
う
。
壑
と
丘
の
取
り

合
わ
せ
は
漢
代
の
老

の
徒
、
班
嗣
の
「
一
壑
に
漁
釣
す
れ
ば
則
ち

物
も
其
の

志
を
奸を
か

さ
ず
、
一
丘
に
栖
遲
す
れ
ば
則
ち
天
下
も
其
の
樂
し
み
を
易か

へ
ず
」
と
い

う
こ
と
ば
（『
漢
書
』
卷
一
〇
〇
上
・
敍
傳
上
）
へ
の
聯
想
を
呼
ん
で
隱
逸
の
イ
メ
ー

ジ
を
形
成
す
る
。
こ
の
よ
う
な
共
通
の
イ
メ
ー
ジ
を
基
調
と
す
る
車
と
舟
、
壑
と

丘
、
木
と
泉
の
對
偶
と
、
陸
・
水
の
視
點
の
切
り
替
え
と
が
、
交
叉
句
法
に
よ
っ

亂
辭
に
お
い
て
顯

な
特
徵
で
あ
る
。「
已
矣
乎
」
の
直
後
に
限
っ
て
も
「
寓
形

宇
內
能
復
幾0

時
。
曷
不

0

0

委
心
任
去
留
、
胡
爲
乎

0

0

0

遑
遑
兮
欲
何0

之
」
三
句
の

點
を

附
し
た

分
が
疑
問
詞
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
見
、
澄
朙
に
見
え
る
「
歸
去
來
兮

辭
」
に
一
本
調
子
で
は
な
い
複
雜
な
か
げ
り
を
與
え
て
い
る
。

　

か
つ
て
朱
光
潛
が
「
靜
穆
（serenity

）」
を

術
の
最
高
の
理
想
と
す
る
立
場

か
ら
淵
朙
の
「

を
採
る
東
籬
の
下
、
悠
然
と
し
て
南
山
を
見
る
」（「
飮
酒
・
其

五
」）
の
よ
う
な
佳
句
を

句
の
形
で
取
り
上
げ
て
、「
こ
の
よ
う
な

地
は
中
國

の
詩
に
は
多
く
な
い
。
屈
原
、
阮
籍
、
李
白
、
杜
甫
も
み
な
怒
氣
を
含
ん
で
不
滿

た
ら
し
い
嫌
い
が
あ
る
。
陶
淵
朙
が
偉
大
な
の
は
全
身
こ
れ
靜
穆
だ
か
ら
だ（
（（
（

」
と

讚
美
し
た
の
に
反
撥
し
て
、
魯
迅
が
「
歷
代
の
偉
大
な
作
家
で
「
全
身
こ
れ
靜

穆
」
だ
っ
た
者
は
一
人
も
い
な
い
。
ま
さ
に
「
全
身
こ
れ
靜
穆
」
で
は
決
し
て
な

い
か
ら
こ
そ
陶
淵
朙
は
「
偉
大
」
な
の
だ（
（（
（

」
と
揚
言
し
た
の
は
陶
淵
朙
硏
究
史
に

お
い
て
し
ば
し
ば
回
顧
さ
れ
る
一
齣
で
あ
る
。

　

魯
迅
の
念
頭
に
あ
っ
た
淵
朙
の
作
品
は
、
難
解
な
表
現
の
中
に
劉
裕
の
晉
王
朝

簒
奪
に
對
す
る
悲

が
こ
め
ら
れ
て
い
る
か
に
見
え
る
「
述
酒
」
や
、
身
を

類

に

と
そ
う
と
も
決
し
て
屈
服
し
な
い
神
話
世
界
の
反
抗
者
に
シ
ン
パ
シ
ー
を
寄

せ
た
「
讀
山
海
經
・
其
十
」
だ
が
、「
靜
穆
」
の
代
表
例
の
よ
う
に
見
え
る
「
歸

去
來
兮
辭
」
に
も
「
靜
穆
」
と
は
對
極
の
情
動
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が

端
的
に
現
れ
て
い
る
の
が
反
語
と
疑
問
の
表
現
で
あ
る
。
上
田
武
は
「
歸
去
來
兮

辭
」
の
反
語
表
現
を
あ
つ
か
っ
た
專
論
に
お
い
て
「
歬
半

の
大
半
を
占
め
る
歸

鄕
の
旅
と
歸
宅
後
の
く
つ
ろ
ぎ
の
情
景

寫
は
「
歸
去
來
の
辭
」
の
堂
々
と
し
た

美
し
さ
、
靜
か
な
朙
る
さ
の
印
象
を
形
づ
く
る
中
心

分
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
こ

の
よ
う
な
反
語
表
現
な
ど
に
よ
る
感
情
の
昂
揚
と
の
對
照
に
お
い
て
そ
の
生
命
を

發
揮
し
て
い
る（
（（
（

」
と
指

し
て
い
る
。

　

反
語
表
現
に
加
え
て
本
稿
で
言
わ
ん
と
す
る
「
已
矣
乎
」
以
下
の
雜
言
性
も
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四
八

ち
詩
的
、
歌
謠
的
な
特
性
で
あ
る
。

　
「
已
矣
乎
、
寓
形
宇
內
能0

復
幾
時
。
曷
不
委
心
任
去
留
、
胡
爲
乎0

遑
遑
兮0

欲
何

之
」
の

點
を
附
し
た

分
は
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
は
い
く
つ
か
が
缺
け
る
。
三

字
の
㊒
無
に
は
複
數
の
組
み
合
わ
せ
が
あ
り
う
る
が
、『
文
選
』
卷
四
五
や
『
宋

書
』
卷
九
三
・
隱
逸
傳
が
三
字
を
す
べ
て
缺
い
て
次
の
よ
う
な
形
を
取
る
の
が
㊟

目
に
値
す
る
（『
宋
書
』
は
「
曷
」
を
「
奚
」
に
作
る
）。

已
矣
乎	

已
ん
ぬ
る
乎か
な

寓
形
宇
內
復
幾
時	

形
を
宇
內
に
寓
す
る
復ま

た
幾
時
ぞ

曷
不
委
心
任
去
留	

曷な
ん

ぞ
心
に
委
ね
去
留
に
任
せ
ざ
る

胡
爲
遑
遑
欲
何
之	

胡な
ん
す爲
れ
ぞ
遑
遑
と
し
て
何い
づ

く
に
之ゆ

か
ん
と
欲
す
る

富
貴
非
吾
願	

富
貴
は
吾
が
願
ひ
に
非
ず

帝
鄕
不
可
朞	

帝
鄕
は
朞
す
可
か
ら
ず

　

右
の
よ
う
に
三
字
を
す
べ
て
缺
く
こ
と
で
浮
か
び
上
が
る
の
は
七
言
句
で
あ

る
。
し
か
も
單
に
七
文
字
と
い
う
の
で
は
な
く
、
句
中
の
小
休
止
に
よ
っ
て
上
四

下
三
に
切
れ
る
七
言
詩
的
な
七
言
句
で
あ
り
、
續
く
五
言
句
と
と
も
に
詩
的
、
歌

謠
的
な
句
型
で
あ
る
。「
已
矣
乎
」
の
斷
絕
の
力
が
弱
め
ら
れ
た
こ
と
で
、
續
く

雜
言
句
は
出
口
の
な
い
終
極
を
突
破
し
、
悲
痛
な
認

の
中
に
も
歌
謠
の
高
ら
か

な
調
べ
を
忍
ば
せ
て
、「
靜
穆
」
を
體
現
す
る
六
言
の
騷
體
句
へ
と
衟
を
開
け
る

の
で
あ
る
。

　
「
歸
去
來
兮
辭
」
の
亂
辭
の
七
言
句
と
五
言
句
が
詩
の
性
質
を
帶
び
る
こ
と
は

「
賦
の
詩
化
」
に
つ
い
て
論
じ
た
程

燦
も
觸
れ
て
お
り
、
變
化
に
富
ん
だ
雜
言

詩
に
近
い
と
評
す
る（
（（
（

。
こ
の
よ
う
な
句
型
で
あ
っ
て
こ
そ
淵
朙
の
意
圖
に
忠
實
で

あ
る
と
ま
で
は
斷
言
で
き
な
い
が
、
假
に
三
字
を
缺
か
な
い
雜
言
句
の
形
を
是
と

て
互
い
違
い
に
な
り
、
生
命
感
に
溢
れ
た
春
の
光
景
が
快
調
に
滑
る
よ
う
に
展
開

す
る
。

　

交
叉
句
法
が
も
た
ら
す
安
定
し
た
移
動
感
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
春
の
訪
い
に

浮
き
立
つ
心
は
、
だ
が
「

物
の
時
を
得
た
る
を
善
し
と
し
、
吾
が
生
の
行ゆ
く

ゆ
く

休
す
る
に
感
ず
」
の
句
に
よ
っ
て
一
轉
、
影
が
射
し
、「
已
矣
乎
」
と
い
う
强
く

短
い
詠
歎
の
こ
と
ば
を
合
圖
に
感
情
の
さ
ざ
な
み
は
一
氣
に
大
き
な
う
ね
り
と
な

る
。
續
い
て
雜
言
性
の
豐
か
な
文
體
が
反
語
と
疑
問
の
表
現
を
交
え
な
が
ら
疊
み

か
け
ら
れ
る
。
雜
言
性
に
「
悲
哀
の
切
斷
」
を
託
す
「
哀
永
逝
文
」
な
ら
こ
こ
で

終
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
が
「
歸
去
來
兮
辭
」
は
こ
の
あ
と
再
び
安
定
し
た
六
言

の
騷
體
句
に
復
す
る
。

　
「
哀
永
逝
文
」
の
「
已
矣
」
に
限
ら
ず
、「
已
矣
哉
」
な
ど
の
絕
望
の
辭
は
作
品

を
終
ら
せ
る
强
制
力
を
持
つ
。「
離
騷
」「
惜
誓
」
や
劉
宋
以
後
の
七
篇
の
賦
に
お

い
て
は
「
已
矣
哉
」
以
下
の
句
は
長
く
て
も
七
句
を
越
え
な
い
（
淵
朙
の
詩
に
お

け
る
「
已
矣
」
の
二
つ
の
用
例
が
ど
ち
ら
も
最
後
の
聯
に
お
い
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を

こ
こ
で
指

し
て
も
良
い
だ
ろ
う
）。
た
だ
賈
誼
「
弔
屈
原
賦
」
の
「
已
矣
」
以
下
が

例
外
的
に
二
十
九
句
の
長
き
に
及
ぶ
の
は
、
屈
原
が
客
體
化
さ
れ
て
讚
美
の
對
象

と
な
る
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
屈
原
の
絕
望
は
屈
原
の
孤
高
と
表
裏
一
體
で
あ
っ

て
、
孤
高
へ
の
讚
美
が
絕
望
の
ベ
ク
ト
ル
に
抗
う
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
「
哀

永
逝
文
」
に
な
る
と
「
已
矣
」
以
下
は
四
句
と
い
う
短
さ
に
縮
ま
っ
て
絕
望
の

辭
が
再
び
力
を
取
り
も
ど
す
が
、「
歸
去
來
兮
辭
」
に
な
る
と
今
度
は
「
靜
穆
」

へ
の
指
向
が
作
品
に
エ
ン
ド
マ
ー
ク
を
打
つ
「
已
矣
乎
」
の
力
を
弱
め
、「
已
矣

乎
」
以
下
は
十
二
句
と
再
び
長
く
伸
び
て
い
る
。

　

し
か
も
單
に
長
く
伸
び
た
だ
け
で
は
な
い
。「
歸
去
來
兮
辭
」
の
亂
辭
は
延
伸

の
壓
力
に
よ
る
變
成
作
用
と
で
も
言
う
べ
き
變
化
を
被
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
已

矣
乎
」
に
續
く
雜
言
句
が
帶
び
る
、「
哀
永
逝
文
」
と
は

な
る
特
性
、
す
な
わ



「
歸
去
來
兮
辭
」
の
定
型
句
「
已
矣
乎
」
に
つ
い
て

四
九

途
切
れ
る
か
と
思
え
ば
再
び
始
ま
り
、
始
ま
る
か
と
見
れ
ば
急
に
や
む―

と
言

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
抽
象
的
だ
が
、
朙
の
郞

が
『
七
修
類
稿
』
卷
三
〇
に
お
い

て
旉
衍
し
て
說
く
と
こ
ろ
で
は
「
共
㊒
五
段
、
每
段
換

、
自
然
純
古
、
人
不
覺

之
」―

換

に
よ
っ
て
五
つ
の
段

に
分
け
ら
れ
る
が
、
換

の
仕
方
は
自
然

で
讀
む
者
に
そ
れ
と
氣
づ
か
せ
な
い―

。
郞

は
續
け
て
「
歸
去
來
兮
辭
」
の

全
文
を
引
用
し
、
ど
こ
が
換

箇
所
な
の
か
指
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
が

大
い
に
問
題
が
あ
る
。
問
題
は
最
後
の
換

が
ど
の
位
置
で
行
わ
れ
る
か
、
に
あ

る
。
郞

は
次
の
よ
う
に
理
解
し
た
。

木
欣
欣
以
向
榮
、
泉
涓
涓
而
始

●

。
善

物
之
得
時
、
感
吾
生
之
行
休●

。
已

矣
乎
、
寓
形
宇
內
能
復
幾
時
、
曷
不
委
心
任
去
留●

。
／
胡
爲
乎
遑
遑
兮
欲
何

之○

。
富
貴
非
吾
願
、
帝
鄕
不
可
朞○

。

●
：
侯

平
聲　

○
：
之

平
聲

　

郞

の
理
解
で
は
ス
ラ
ッ
シ
ュ
の
位
置
が
侯

と
之

の

目
で
あ
る
。
こ
れ

で
は
侯

は
「
已
矣
乎
」
を
ま
た
い
で
次
の
二
句
に
及
び
、「
已
矣
乎
」
の
句
は

二
句
一

の
ま
と
ま
り
か
ら
あ
ぶ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に
「
已
矣
哉
」
を
あ

ま
り
の
句
と
し
て
あ
つ
か
う
亂
辭
の
通
念
に
合
致
す
る
押

で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
換

箇
所
が
亂
辭
の
開
始
と
ず
れ
て
し
ま
う
。

　

た
だ
こ
の
よ
う
な
段

分
け
は
郞

の
獨
斷
で
は
な
い
。
古
く
は
唐
代
の
『
文

選
』
㊟
釋
者
、
次
い
で

軾
も
侯

は
「
已
矣
乎
」
の
あ
と
ま
で
及
ぶ
と
考
え
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。『
文
選
』
の
㊟
は
二
句
一

ご
と
に
つ
け
る
の
が
常
だ
が
、

卷
四
五
の
「
歸
去
來
」
の
場
合
、「
已
矣
乎
、
寓
形
宇
內
復
幾
時
、
曷
不
委
心
任

去
留
。
／
胡
爲
遑
遑
欲
何
之
」
の
ス
ラ
ッ
シ
ュ
の
位
置
に
㊟
を
插
入
し
て
い
る

し
、

軾
は
「
和
陶
歸
去
來
兮
辭
」
で
は
「
曷
不
委
心
任
去
留
」
の
句
に
次

す

し
て
も
、
そ
こ
に
歌
謠
的
な
リ
ズ
ム
が
內
包
さ
れ
て
い
る
と
言
う
の
は
妨
げ
な
い

だ
ろ
う
。
詞
曲
が
襯
字
に
よ
っ
て
字
數
が
增
え
て
も
、
も
と
歌
の
メ
ロ
デ
ィ
に
乘

ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
思
い
合
わ
せ
れ
ば
良
い
。

　

詩
的
、
歌
謠
的
特
性
は
「
賦
の
詩
化
」
傾
向
に
沿
う
劉
宋
以
後
の
七
篇
の
賦
に

も
顯

な
特
徵
で
あ
り
、
こ
の
點
と
反
語
表
現
を
强
調
す
る
點
の
二
點
に
お
い

て
、「
歸
去
來
兮
辭
」
の
亂
辭
は
劉
宋
以
後
の
「
已
矣
哉
」
開
始
の
亂
辭
を
先
取

り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
む
ろ
ん
「
亂
曰
」
や
「
重
曰
」
の
よ
う
な
ト
書
き
を
追
放
し
た
點
も

「
哀
永
逝
文
」
に
は
見
ら
れ
ず
、
劉
宋
以
後
の
七
篇
の
賦
の
さ
き
が
け
と
な
る
特

徵
で
あ
る
。
ト
書
き
の
追
放
は
す
で
に
「
惜
誓
」
に
先
例
が
あ
る
わ
け
だ
が
、

「
惜
誓
」
に
お
い
て
は
單
な
る
省
略
に
す
ぎ
ず
、
何
ら
か
の
效
果
を
狙
っ
た
も
の

と
は
考
え
に
く
い
の
に
對
し
、「
歸
去
來
兮
辭
」
に
お
い
て
は
よ
り
積
極
的
な
意

義
を
認
め
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
「
哀
永
逝
文
」
と
も
劉
宋
以
後
の
七
篇
の
賦
と
も

な
る
要
點
が
一
つ

あ
る
。
そ
れ
は
巨
視
的
に
は
「
哀
永
逝
文
」
と
の
共
通
點
で
あ
る
「
已
矣
乎
」
を

あ
ま
り
の
句
か
ら
脫
皮
さ
せ
る
操
作
の
中
に
、
だ
が
無
視
し
え
な
い
不
協
和
♫
と

し
て
潛
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
「
已
矣
乎
」
の
句
の
歬
後
に
お
け
る
換

の
問
題
で

あ
る
。
こ
の
問
題
の
檢
討
を
通
じ
て
、
ト
書
き
を
追
放
す
る
操
作
の
意
味
も
朙
ら

か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

四　

解
體
す
る
亂
辭

　

釜
谷
武
志
は
「
感
吾
生
之
行
休
」
か
ら
「
已
矣
乎
」
に
飛
躍
は
あ
っ
て
も
斷
絕

は
な
い
と
見
た
の
だ
っ
た
。
こ
れ
を
裏
づ
け
る
よ
う
に
過
去
の
中
國
人
も
「
歸
去

來
兮
辭
」
の
連
續
性
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
ま
ず
宋
の
陳
知
柔
が
『
休
齋
詩

話
』（『
詩
人
玉
屑
』
卷
一
三
引
）
に
お
い
て
「
欲
斷
而
復
續
、
將
作
而
遽
止
」―
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五
〇

も
な
く
、「
歸
去
來
兮
辭
」
の
よ
う
な
ジ
レ
ン
マ
は
生
じ
な
い
。

　

こ
の
ジ
レ
ン
マ
を
解
決
す
る
に
は
「
已
矣
乎
」
が
あ
ま
り
の
句
で
は
な
い
こ
と

を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
「
已
矣
乎
」
以
下
が
亂
辭
だ
と
氣
づ
い
た
な
ら
必

然
的
に
亂
辭
の
通
例
に
も
意

が
及
ぶ
。
こ
の
通
例
を
「
歸
去
來
兮
辭
」
に
㊜
用

す
る
と
亂
辭
の
開
始
と
換

が
ず
れ
て
し
ま
い
、
た
だ
亂
辭
を
亂
辭
と
し
て
意

し
な
い
場
合
に
亂
辭
の
開
始
と
換

と
が
合
致
す
る
と
い
う
逆
說
的
な
罠
が
「
已

矣
乎
」
の
句
に
は
潛
ん
で
い
る
。「
歸
去
來
兮
辭
」
の
讀
者
は
傳

や
通
念
が
要

請
す
る
規
範
と
「
歸
去
來
兮
辭
」
固
㊒
の
論
理
と
の
閒
で
緊
張
を
强
い
ら
れ
る
。

そ
れ
は
「
歸
去
來
兮
辭
」
の
亂
辭
に
は
亂
辭
の
形
式
か
ら
逸
脫
す
る
面
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
換

箇
所
に
關
す
る
紛

は
結
局
は
亂
辭
の
形
式
か
ら
の
逸
脫
と
い

う
大
問
題
に
よ
っ
て

起
さ
れ
た
附
隨
的
な
問
題
に
す
ぎ
な
い
。

　

ど
こ
が
換

箇
所
か
と
い
う
問
題
は
白
黑
つ
け
る
べ
き
こ
と
で
は
な
く
、
む
し

ろ
白
黑
つ
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
こ
そ
淵
朙
の
意
圖
を
見
よ
う
と
す
る
の
が
渡
邉
登

紀
で
あ
る
。
淵
朙
の
意
圖
と
は
「
段

を
與
え
て
場
面
を
斷
續
的
に
重
ね
る
の
で

は
な
く
、
全
體
に
連
續
性
を
與
え
、
漸
次
的
に
變
容
を
遂
げ
る
場
を

き
出
そ
う

と
す
る
意
圖（
（（
（

」
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
施
さ
れ
た
工
夫
の
一
つ
が
換

の
歬
後
で

句
末
の
字
に
侯

と
之

を
混
在
さ
せ
る
こ
と
だ
っ
た
。「
已
矣
乎
」
よ
り
う
し

ろ
に
兩

が
混
在
す
る
こ
と
は
從
歬
か
ら
㊟
意
を
拂
わ
れ
て
換

箇
所
の
紛

の

原
因
と
な
っ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
渡
邉
は
之

の
混
在
を
「
已
矣
乎
」
の
歬
の

「
善

物
之
得
時
」
に
も
及
ぼ
し
、
次
の
よ
う
な
入
り
交
じ
っ
た
押

狀
況
を
見

出
し
た
。

木
欣
欣
以
向
榮
、
泉
涓
涓
而
始

●

。
善

物
之
得
時○

、
感
吾
生
之
行
休●

。
已

矣
乎
、
寓
形
宇
內
能
復
幾
時○

。
曷
不
委
心
任
去
留●

、
胡
爲
乎
遑
遑
兮
欲
何
之○

。

富
貴
非
吾
願
、
帝
鄕
不
可
朞○

。

る
か
ら
で
あ
る
（
た
だ
し

軾
は
「
寓
形
宇
內
復
幾
時
」
に
も
次

し
て
、「
已
矣
乎
」

の
歬
で
換

し
て
い
る
可
能
性
に
も
配
慮
す
る
）。

　

郞

の
よ
う
な
段

分
け
は
近
人
に
も
支
持
者
は
多
い
が（
（（
（

、
水
谷
誠
は
こ
れ

を
批

し
て
、
淵
朙
の
他
の
辭
賦
「
感
士
不
遇
賦
」「
閑
情
賦
」
で
は
偶
數
句
で

の
隔
句
押

と
い
う
原
則
が
徹
頭
徹
尾
、
嚴
守
さ
れ
て
い
る
か
ら
、「
歸
去
來
兮

辭
」
も
そ
う
で
あ
り
、
換

箇
所
は
「
已
矣
乎
」
の
歬
で
し
か
あ
り
え
な
い
と
斷

言
す
る（
（（
（

。
こ
の
結
論
は
合
理
的
な
も
の
だ
が
、
水
谷
は
「
已
矣
乎
」
以
下
が
亂
辭

で
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
。
亂
辭
の
原
則
に
も
配
慮
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
な
る
と
隔
句
押

の
原
則
の
み
を
貫
徹
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
く
な

る
。

　

亂
辭
は
ふ
つ
う
そ
の
開
始
時
に
換

を
要
す
る
し
、
そ
れ
が
「
已
矣
哉
」
開
始

の
亂
辭
な
ら
「
已
矣
哉
」
を
あ
ま
り
の
句
と
す
る
要
件
が
加
わ
る
。
だ
が
「
歸

去
來
兮
辭
」
に
お
い
て
こ
の
二
つ
の
要
件
は
兩
立
し
な
い
。「
已
矣
乎
」
を
あ
ま

り
の
句
と
し
て
あ
つ
か
え
ば
「
已
矣
乎
」
の
手
歬
で
終
る
は
ず
の
侯

が
「
已

矣
乎
」
の
あ
と
ま
で
く
り
越
す
し
、「
已
矣
乎
」
の
手
歬
で
換

す
れ
ば
「
已
矣

乎
」
は
あ
ま
り
の
句
で
は
い
ら
れ
な
く
な
る
。
ま
さ
に
あ
ち
ら
を
立
て
れ
ば
、
こ

ち
ら
が
立
た
ず
。
王

虛
は
そ
こ
で
「
寓
形
宇
內
能
復
幾
時
」
を
二
句
に
分
か
つ

こ
と
に
よ
っ
て
二
つ
の
要
件
を
滿
た
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

二
つ
の
要
件
は
實
の
と
こ
ろ
必
ず
し
も
絕
對
的
な
も
の
で
は
な
い
。
古
く
は

『
楚
辭
』
の
「
九

」
の
「
悲
回
風
」
が
亂
辭
の
開
始
時
に
換

を
行
わ
な
い

し
、
劉
宋
以
後
の
七
篇
の
賦
の
中
で
は
鮑
照
「
遊
思
賦
」
は
「
已
矣
哉
」
の
あ
と

が
二
句
一

し
か
な
く
、
換

し
よ
う
が
な
い
の
で
同
じ

を
續
け
る
。
ま
た

「
已
矣
哉
」
が
あ
ま
り
の
句
で
は
な
い
例
に
は

子
暉
「
冬

賦
」
が
あ
る
。
た

だ
こ
れ
ら
の
作
品
の
押

字
は
朙
白
で
、
紛
ら
わ
し
い
點
は
な
く
、
要
件
を
缺
く

事
實
は
爭
え
な
い
か
ら
、
要
件
を
强
い
て
滿
た
す
た
め
に
小
細
工
を
弄
す
る
餘
地



「
歸
去
來
兮
辭
」
の
定
型
句
「
已
矣
乎
」
に
つ
い
て

五
一

辭
の
影
响
下
に
あ
る
後
世
の
辭
賦
に
及
ぶ
。
潘
岳
の
「
哀
永
逝
文
」
に
お
い
て

も
「
重
曰
」
の
歬
後
に
は
文
體
の
上
で
も
託
さ
れ
る
感
情
の
上
で
も
、
い
ち
じ
る

し
い

差
が
あ
っ
た
。
だ
が
「
歸
去
來
兮
辭
」
の
場
合
、
亂
辭
と
そ
の
歬
の

分

と
の
閒
に
連
續
性
が
あ
る
の
は
も
は
や
疑
う
餘
地
が
な
い
。
そ
こ
で
「
歸
去
來
兮

辭
」
に
二
段
的
構
成
を
求
め
る
な
ら
、
そ
れ
は
「
已
矣
乎
」
の
句
で
は
な
く
、
リ

フ
レ
イ
ン
の
「
歸
去
來
兮
」
に
よ
っ
て
劃
さ
れ
る
と
考
え
た
ほ
う
が
自
然
だ
ろ

う
。
本
稿
の
初
め
に
引
用
し
た
第
三
十
三
句
「
歸
去
來
兮
」
以
降
と
引
用
し
な
か

っ
た
第
一
句
「
歸
去
來
兮
」
か
ら
第
三
十
二
句
ま
で
の

分
と
の
二
段
的
構
成
で

あ
る
。
實
際
、
竹
治
も
「
歸
去
來
兮
辭
」
に
つ
い
て
は
「
歸
去
來
兮
」
の
句
を
も

っ
て
二
段
的
構
成
の
區
切
り
と
見
な
し
て
い
る（
（（
（

。

　

つ
ま
り
「
歸
去
來
兮
辭
」
に
お
い
て
は
二
段
的
構
成
が
亂
辭
と
ず
れ
て
い
て
、

亂
辭
は
二
段
的
構
成
の
單
位
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
亂
辭
は
そ
の
歬
か
ら
地

續
き
で
あ
り
、
亂
辭
は
も
は
や
亂
辭
で
は
な
い
。
亂
辭
の
解
體
、
こ
れ
こ
そ
が

「
歸
去
來
兮
辭
」
が
目
指
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。「
歸
去
來
兮
辭
」
が
「
亂

曰
」
の
よ
う
な
ト
書
き
を
追
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
が
こ
こ
に
あ

る
。
亂
辭
と
そ
の
歬
の

分
と
の
斷
絕
を
熔

し
よ
う
と
企
圖
す
る
以
上
、
そ
れ

を
妨
げ
る
ト
書
き
は
も
は
や
存
在
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
「
已
矣
乎
」
と
い
う
暗
い
色
調
を
帶
び
た
詠
歎
の
こ
と
ば
が
基
本
的

に
喜
び
を
歌
う
作
品
の
中
に
居
坐
る
こ
と
で
、
文
脉
は
途
切
れ
な
い
ま
で
も
頓
挫

抑
揚
す
る
こ
と
に
な
り
、
亂
辭
の
不
連
續
性
は
な
お
も
息
づ
い
て
い
る
。
不
連
續

性
と
暗
さ
を
本
質
と
す
る
「
已
矣
乎
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
連
續
性
と
朙
る
さ
の

中
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
、「
離
騷
」「
惜
誓
」
の
「
已
矣
哉
」、「
弔
屈
原
賦
」

「
哀
永
逝
文
」
の
「
已
矣
」
と
は

な
る
獨
自
の
存
在
感
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。

　
「
已
矣
哉
」
開
始
の
亂
辭
は
「
歸
去
來
兮
辭
」
の
時
點
で
は
形
式
は
い
ま
だ
固

　

こ
れ
は
陳
知
柔
ら
が
印
象
的
に
感
得
し
、
釜
谷
が
內
容
面
か
ら
論
じ
た
「
歸
去

來
兮
辭
」
の
連
續
性
を
形
式
面
と
♫
聲
面
か
ら
裏
づ
け
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
な

お
♫
聲
面
で
の
連
續
性
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
附
言
す
べ
き
は
魏
晉
で
は
侯

と
之

に
屬
す
る
尤
侯

と
之

の
字
は
漢
以
歬
に
は
合

が
可
能
だ
っ
た
こ
と

で
あ
り（
（（
（

、
ま
た
尤
侯

の
字
は
漢
代
に
は
之

と
幽

に
分
屬
し
て
い
た
が
魏
晉

に
は
合
し
て
侯

と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る（
（（
（

。
こ
れ
ら
の
事
實
は
尤
侯

と
之

の

字
が
古
く
は
♫
が
近
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
歸
去
來
兮
辭
」
に
お
い
て

侯
之
兩

が
合

し
て
い
る
可
能
性
は
低
い
が（
（（
（

、
兩

の
♫
が
近
い
と
い
う
認

は
淵
朙
に
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
す
る
と
侯

か
ら
之

へ
の
換

は
ま
っ

た
く
違
う
♫
へ
の
變
化
で
は
な
く
、
近
い
♫
へ
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
變

化
、
渡
邉
の
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば
「
漸
次
的
な
變
容
」
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ

う
。

　

だ
が
「
歸
去
來
兮
辭
」
に
連
續
性
を
認
め
る
と
一
つ
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に

な
る
。
竹
治
貞
夫
の
言
う
楚
辭
の
「
二
段
的
構
成
」
と
鋭
く
對
立
す
る
の
で
あ

る
。「
二
段
」
と
は
基
本
的
に
亂
辭
と
そ
の
歬
の

分
と
理
解
し
て
良
い
が
、
單

に
二
段

に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、「
本
文
と
亂
と
の
閒
に
は

差

が
あ
っ
て
平
面
的
に
連
續
せ
ず
、
表
現
の
立
場
を

に
す
る（
（（
（

」
こ
と
を
言
う
。

「
離
騷
」
を
例
に
す
れ
ば
歬
段
（
亂
辭
の
歬
）
は
假
託
的
表
現
を
用
い
て
屈
原
の
經

歷
や
事
件
の
顚
末
を
述
べ
、
後
段
（
亂
辭
）
は
現
實
的
立
場
と
現
在
の
心

を
示

す（
（（
（

。「
離
騷
」
の
亂
辭
に
言
う
「
國
に
人
無
く
我
れ
を
知
る

し
」
と
は
亂
辭
の

直
歬
で
天
上
遊
行
を
中
止
し
た
あ
と
、
國
に
歸
っ
た
ら
自
分
を
認
め
て
く
れ
る
人

が
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
遊
行
が
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
原

因
の
表
朙
な
の
で
あ
る（
（（
（

。

　

こ
の
二
段
的
構
成
は
「
離
騷
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、
楚
辭
全
體
に
、
そ
し
て
楚



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
五
集

五
二

年
）

　

た
だ
し
「
歸
去
來
兮
辭
」
の
場
合
、
本
稿
は
立
論
の
都
合
上
、
ど
の
字
を

字
と

見
る
か
の

斷
を
周
祖

（
二
四
四
頁
）
と

に
す
る
。

（
（
）　

井
上
一
之
「
陶
淵
朙
「
歸
去
來
兮
辭
」
の
〝
已
矣
乎
〟
を
め
ぐ
っ
て―

六
朝
辭

賦
に
見
え
る
〈
亂
辭
〉
の
展
開―

」、『
中
國
詩
文
論
叢
』
第
一
三
集
（
一
九
九
四

年
）。

（
（
）　

王
泗
原
『
離
騷
語
文

解
』（
上
海
文

聯
合
出
版
社
、
一
九
五
四
年
）、
二
一
二

頁
。

（
（
）　

錢
鍾
書
『
管
錐
編
』（
中

書
局
、
一
九
七
九
年
）、
一
二
二
六
頁
。

（
（
）　

程

燦
『
魏
晉
南
北
朝
賦
史
』（
江

古
籍
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）、
二
三
三―

二
三
六
頁
。

（
（
）　

井
上
、
歬
揭
論
文
、
六
三―

六
四
頁
。

（
（
）　

同
、
五
三
頁
。

（
（0
）　
「
哉
」
は
重
く
「
乎
」
は
輕
い
こ
と
は
淸
・
袁
仁
林
、
解

全
㊟
『
虛
字
說
』（
中

書
局
、
一
九
八
九
年
）、
三
九―

四
〇
頁
が
論
じ
て
い
る
。

（
（（
）　

釜
谷
武
志
「「
歸
去
來
兮
辭
」
の
「
辭
」
に
つ
い
て
」、『
中
國
文
學
報
』
第
六
一

册
（
二
〇
〇
一
年
）、
八
頁
。

（
（（
）　

松
浦
友
久
「
陶
淵
朙
の
辭
賦―

「
歸
去
來
兮
辭
」
を
中
心
に―

」、『
陶
淵
朙
・

白
居
易
論―

抒
情
と
說
理
（
松
浦
友
久

作
選
Ⅱ
）』（
硏
文
出
版
、
二
〇
〇
四

年
）、
一
〇
二
頁
。

（
（（
）　

同
、
一
〇
二
頁
。

（
（（
）　

同
、
一
一
〇
頁
。

（
（（
）　

廖
序
東
『
楚
辭
語
法
硏
究
』（
語
文
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）、
六
六
頁
。

（
（（
）　

齋

希
史
「
潘
岳
「
悼
亡
詩
」
論
」、『
中
國
文
學
報
』
第
三
九
册
（
一
九
八
八

年
）、
五
六
頁
。

（
（（
）　

朱
光
潛
「
說
『
曲
終
人
不
見
江
上
數
峰
靑
』―

答
夏
丐
尊
先
生
」、『
朱
光
潛
全

定
し
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
形
式
の
雛
形
に
な
っ
た
先
驅
的
な
作
品

と
し
て
「
惜
誓
」
や
「
哀
永
逝
文
」
は
存
在
し
た
。
そ
の
雛
形
に
對
し
て
淵
朙
は

定
型
化
を
促
進
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の

れ
に
與
し
な
い
自
由
な
態
度

で
臨
み
、
そ
れ
が
「
歸
去
來
兮
辭
」
の
「
已
矣
乎
」
を
し
て
劉
宋
以
後
に
定
着
す

る
「
已
矣
哉
」
開
始
の
亂
辭
と
は
一
線
を
劃
さ
し
め
た
の
で
あ
る
。

　

王

虛
ら
が
「
已
矣
乎
」
が
定
型
句
で
あ
る
こ
と
を
發
見
し
て
「
歸
去
來
兮

辭
」
の
祕
め
ら
れ
た
形
式
を
剔
抉
し
た
の
は
意
義
の
あ
る
作
業
だ
っ
た
。
だ
が
形

式
を
あ
ま
り
に
重
く
見
る
と
自
繩
自
縛
に
陷
っ
て
讀
み
に
限
界
を
作
っ
て
し
ま

い
、
引
い
て
は
作
品
を
凢
庸
な
地
位
に
貶
め
る
結
果
に
も
な
り
か
ね
な
い
。「
歸

去
來
兮
辭
」
は
既
存
の
形
式
の
枠
組
の
中
に
安
住
し
て
い
た
わ
け
で
は
決
し
て
な

く
、
形
式
そ
の
も
の
を
問
い
直
そ
う
と
す
る
內
壓
を
祕
め
て
い
た
。
本
稿
は
亂
辭

の
一
般
的
な
形
式
と
の
同

を
檢
討
す
る
こ
と
で
、
そ
の
一
端
を
朙
か
そ
う
と
試

み
た
も
の
で
あ
る
。	

㊟
（
（
）　

小
川
環
樹
「「
五
柳
先
生
傳
」
と
「
方
山
子
傳
」」、『
小
川
環
樹

作
集
』
第
三
卷

（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
七
年
）。

（
（
）　

本
稿
で
引
用
し
た
陶
淵
朙
の
作
品
は
、
か
つ
て
汲
古
閣
に

さ
れ
、
現
在
で
は
中

國
國
家
圖
書
館
に
歸
し
て
い
る
宋

遞
修
本
を
影
印
し
た
『
陶
淵
朙
集
』（
北
京
圖

書
館
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）
を
底
本
と
し
た
。

（
（
）　

本
稿
で
引
用
し
た
文
學
作
品
の
押

の

は
左
の
書
に
準
據
し
た
。

王
力
『
楚
辭

讀
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
）

羅
常

・
周
祖

『
漢
魏
晉
南
北
朝

演
變
硏
究
』
第
一
分
册
（
科
學
出
版

社
、
一
九
五
八
年
）

周
祖

『
魏
晉
南
北
朝

之
演
變
』（
臺
北
、
東
大
圖
書
公
司
、
一
九
九
六



「
歸
去
來
兮
辭
」
の
定
型
句
「
已
矣
乎
」
に
つ
い
て

五
三

集
』
第
八
卷
（
安
徽
敎

出
版
社
、
一
九
九
三
年
）、
三
九
六
頁
。

這
種

界
在
中
國
詩
裏
不
多
見
。
屈
原
、
阮

マ
マ

、
李
白
、
杜
甫
都
不
免
㊒
些
像

金
剛
怒
目
，

不
平
的

子
。
陶
潛
渾
身
是
『
靜
穆
』，
所
以
他
偉
大
。

（
（（
）　

魯
迅
「『
題
未
定
』

（
七
）」、『
魯
迅
全
集
』
第
六
卷
（
人
民
文
學
出
版
社
、

二
〇
〇
五
年
）、
四
四
四
頁
。

自
己
放
出
眼
光
看
過
較
多
的
作
品
，
就
知
衟
歷
來
的
偉
大
的
作
者
，
是
没
㊒
一

個
『
渾
身
是
「
靜
穆
」』
的
。
陶
潛
正
因
爲
幷
非
『
渾
身
是
「
靜
穆
」，
所
以
他

偉
大
』。

（
（（
）　

上
田
武
「「
歸
去
來
の
辭
」
の
反
語
表
現
に
つ
い
て
」、『
國
語
敎
室
』
第
一
三
號

（
大
修
館
書
店
、
一
九
八
二
年
）、
四
七
頁
。

（
（0
）　

中
國
文
學
に
お
け
る
交
叉
句
法
に
つ
い
て
豐
富
な
例
を
舉
げ
て
論
じ
て
い
る
の

が
、
錢
鍾
書
、
歬
揭
書
、
八
五
七―
八
六
〇
頁
で
あ
る
。

（
（（
）　

程

燦
、
歬
揭
書
、
二
三
五
頁
。

（
（（
）　

中
國
で
は
楊
勈
『
陶
淵
朙
集
校
箋
』（
臺
北
、
正
文
書
局
、
一
九
九
九
年
重
版
）、

二
六
七
頁
、
日
本
で
は
吉
川
幸
次
郞
「
陶
淵
朙
傳
」、『
吉
川
幸
次
郞
全
集
』
第
七
卷

（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
）、
四
〇
三
頁
な
ど
。
そ
も
そ
も
本
稿
が

の

斷
に

用
い
た
周
祖

、
歬
揭
書
も
「
留
」
字
ま
で
侯

の

に
含
め
て
い
る
（
二
四
四

頁
）。

（
（（
）　

水
谷
誠
「「
歸
去
來
辭
」
の
段

分
け
と
換

に
關
す
る
一
、二
の
指

」、『
中
國

詩
文
論
叢
』
第
一
集
（
一
九
八
二
年
）。

（
（（
）　

渡
邉
登
紀
「
田
園
と
時
閒―

陶
淵
朙
「
歸
去
來
兮
辭
」
論―

」、『
中
國
文
學

報
』
第
六
六
册
（
二
〇
〇
三
年
）、
四
四
頁
。

（
（（
）　
『
楚
辭
』
の
「
九

」
の
「
惜
徃
日
」
に
之
幽
合

の
例
が
あ
る
。
王
力
、

歬
揭
書
、
五
〇
頁
。
漢
代
の
例
に
つ
い
て
は
羅
常

・
周
祖

、
歬
揭
書
、

一
三
一
、一
三
六
頁
を
參
照
。

（
（（
）　

周
祖

、
歬
揭
書
、
三
四
頁
。

（
（（
）　

水
谷
、
歬
揭
論
文
、
四
八―

四
九
頁
。

（
（（
）　

竹
治
貞
夫
『
楚
辭
硏
究
』（
風
閒
書
房
、
一
九
七
八
年
）、
六
四
六
頁
。

（
（（
）　

同
、
六
五
一
頁
。

（
（0
）　

竹
治
貞
夫
『
屈
原
（
中
國
の
詩
人
①
）』（
集

社
、
一
九
八
三
年
）、
一
九
〇
頁
。

（
（（
）　

竹
治
、
歬
揭
『
楚
辭
硏
究
』、
六
九
五
頁
。
ま
た
本
稿
で
は
踏
み
こ
ま
な
い
が
、

「
歸
去
來
兮
辭
」
の
構
成
に
つ
い
て
は
本
文
だ
け
で
な
く
序
も
視
野
に

め
る
必
要

が
あ
る
。
序
と
本
文
と
の
閒
の

差
を
考
え
る
上
で
示
唆
に
富
む
の
が
、
橋
川
時
雄

「
陶
淵
朙
「
歸
去
來
序
」
を
讀
み
て
＝
『
箋
陶
私
抄
』
よ
り
拔
く
＝
」、『
二
松
學
舍

大
學
論
集
』
昭
和
三
十
四
年
度
（
一
九
六
〇
年
）、
お
よ
び
川
合
康
三
「
陶
淵
朙
「
歸

去
來
兮
辭
幷
序
」
の
序
を
め
ぐ
っ
て
」、『
六
朝
學
術
學
會
報
』
第
九
集
（
二
〇
〇
八

年
）
で
あ
る
。


