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の
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空
閒
」

八
七

は
じ
め
に

　

中
唐
の
詩
人
白
居
易
は
、
日
常
生
活
の

々
な
題
材
を
詩
に
詠
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
文
化
史
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
本
論
で
は
そ
の
中
で
特

に
、「
園
林
」
の
詩
人
と
し
て
の
一
面
、
す
な
わ
ち
、
私
的
生
活
の
場
の
構
築
を

一
生
を
通
し
て
詠
い
續
け
た
詩
人
と
し
て
の
側
面
に
焦
點
を
當
て
る
。

　

白
居
易
は
閑
㊜
詩
の
確
立
に
よ
っ
て
仕
官
と
隱
逸
と
の
矛
盾
を
解
消
し
、
士
大

夫
の
「
隱
逸
」
に
畫
朞
を
も
た
ら
し
た
。
閑
㊜
詩
の
特
徵
の
一
つ
が
、
細
や
か
な

生
活
の

寫
で
あ
る
。
そ
の
主
要
な
舞
臺
と
な
っ
た
の
が
、
江
州
の
廬
山

堂
や

洛
陽
履
衟
里
の
私
邸
を
代
表
と
す
る
私
的
生
活
の
場
（
園
林
）
で
あ
っ
た
。
白
居

易
は
轉
居
の
た
び
に
住
ま
い
を

く
夥
し
い
作
品
を
殘
し
た
が
、
こ
れ
ら
は
閑
㊜

詩
成
立
に
缺
く
べ
か
ら
ざ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　

白
居
易
の
住
ま
い
を
め
ぐ
る
作
品
に
つ
い
て
は
、
そ
の
意
義
や
時
代
に
よ
る
變

遷
、
ま
た
先
だ
つ
詩
人
と
の
繼
承
關
係
な
ど
、
既
に
多
く
の
硏
究
の

積
が
あ

る
。
本
論
で
は
新
た
に
、
園
林
が
唐
代
文
學
の
中
で
い
か
に
詠
わ
れ
て
き
た
か
を

檢
討
し
、「
白
居
易
に
至
る
ま
で
」
の

れ
を
探
る
と
こ
ろ
か
ら
論
を
始
め
る
。

ま
た
そ
の

れ
を
承
け
て
、
白
居
易
の
園
林
空
閒
を
支
え
る
諸
要
素
と
そ
の
意
義

に
つ
い
て
、
改
め
て
考
察
を
加
え
た
い
。

一
、
唐
代
に
お
け
る
園
林
詩
の

れ

①
「
園
林
」
と
そ
の
文
學

　

論
を
始
め
る
に
當
た
っ
て
、「
園
林
」
と
そ
の
文
學
に
つ
い
て

單
に
觸
れ
て

お
き
た
い（

（
（

。
園
林
と
い
う
言

は
、
中
國
現
代
語
及
び
古
典
で
用
い
ら
れ
る
ご
く

普
通
の
語
で
あ
り
、
ま
た
「
園
林
硏
究
」
も
近
代
的
硏
究
分
野
と
し
て
早
く
か
ら

存
在
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
を
日
本
語
の
「
庭
園
」
と
全
く
同
等
の
も
の
と
み
な

す
と
違
和
感
が
生
じ
る
。
園
林
史
の
先
行
文
獻
に
朙
ら
か
な
よ
う
に
、
園
林
に

は
、
帝
王
の
所
㊒
し
た
廣
大
な

囿
、
貴
族
や
高
官
が
集
う
別
墅
・
別
宅
、
隱
者

が
棲
む

堂
や
山
居
、
山
中
の
寺
院
、
唐
代
長
安
の
曲
江
池
の
よ
う
な
公
共
の
遊

覽
場
所
、
士
大
夫
が

ら
す
都
市
の
中
の
宅
園
、
こ
れ
ら
全
て
が
含
ま
れ
る
。
園

林
は
遊
興
の
場
、
鑑
賞
の
對
象
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
隱
逸
文
化
と
深
く
結
び
つ

き
生
活
の
場
と
も
捉
え
ら
れ
る
。
特
に
文
學
作
品
に
お
い
て
は
、
退
隱
願

を
始

め
と
し
た

々
な
意
圖
が
働
き
、
し
ば
し
ば
處
世
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
選
擇
肢

と
し
て
扱
わ
れ
る
。
園
林
と
は
、
朝
廷
へ
の
仕
官
を
「
公
」
と
し
た
時
の
「
私
」

的
時
閒
を
過
ご
す
場
所
、
そ
し
て
そ
こ
に
は
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
人
の
手
を
經

園
林
の
「
小
空
閒
」―

白
居
易
詩
文
を
中
心
と
し
て

　
　

�

二
宮
美
那
子
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②
白
居
易
以
歬
の
園
林
空
閒

　

白
居
易
は
、
官
歷
の
始
め
の
長
安
の
貸
家
住
ま
い
に
始
ま
り
、
江
州
廬
山

堂
・
洛
陽
履
衟
里
邸
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
下
邽
で
の
服
喪
朞
閒
、
外
任
朞
（
忠

州
・
杭
州
・

州
）
の
官
舍
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
場
所
で
私
生
活
を
つ
ぶ
さ
に

き
、

ま
た
そ
こ
で
の
感
慨
を
詠
っ
た
。
白
居
易
ほ
ど
私
生
活
の
場
に
拘
っ
た
詩
人
は
唐

代
に
類
を
見
な
い
が
、
一
方
で
、
白
居
易
以
歬
の
士
大
夫
た
ち
が
官
か
ら
離
れ
た

私わ
た
く
しの
思
い―

端
的
に
言
う
と
、

官
隱
逸
を
め
ぐ
る
感
慨―

を
表
白
す
る

場
を
も
た
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
、
も
ち
ろ
ん
な
い
。
彼
ら
が
仕
官
の
軛
か

ら
迯
れ
て
自
己
を
回
復
す
る
場
は
、
多
く
「
山
林
」
の
代
替
と
し
て
の
別
墅
や
別

で
あ
っ
た（

（
（

。

　

唐
代
士
大
夫
に
と
っ
て
別
墅
や
別

は
、
仕
官
の
緊
張
か
ら
解
放
さ
れ
る
場
、

友
好
的
で
美
し
い
自
然
に
圍
ま
れ
た
安
息
の
地
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
多

く
は
經
濟
的
な
支
え
を
擔
う

園
と
し
て
の
役
割
を
も
も
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
詩

人
た
ち
は
、
時
に
陶
淵
朙
以
來
の
田
園
詩
風
の
作
品
を
作
り
、
時
に
才
を
抱
い
て

不
遇
を
か
こ
つ
失
意
を
詠
っ
た
。
周
圍
の
山
水
は
彼
ら
の
心
を
慰
め
、
ひ
と
と
き

の
閒
自
由
に
生
き
る
隱
者
と
し
て
の

地
を
與
え
た
。
盛
唐
の
王
維
の
輞
川

、

中
晚
唐
の
李
德
裕
の
平
泉

は
、
こ
の
よ
う
な
別
墅
・
別

の
代
表
的
な
例
で
あ

る
。
以
下
こ
の
節
で
は
、
別
墅
や
別

が
唐
代
に
ど
の
よ
う
に
詠
わ
れ
た
の
か
を

み
て
い
き
た
い
。
次
に
擧
げ
る
の
は
初
唐
の
詩
人
宋
之
問
の
作
品
で
あ
る
。

　
　

陸
渾
山
　
　
　

陸
渾
の
山

歸
來
物
外
情　
　

歸
來　

物
外
の
情
あ
り

負
杖
閱
岩
畊　
　

杖
を
負
い
て
岩
畊
を
閱
す

源
水
看

入　
　

源
水　

を
看
て
入
り

幽
林
採

行　
　

幽
林　

を
採
り
て
行
く

野
人
相
問
姓　
　

野
人　

姓
を
相
い
問
い

た
、
精
神
を
依
託
で
き
る
「
山
水
」
が
存
在
す
る―

大
ま
か
な
定
義
で
は
あ
る

が
、
ま
ず
は
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
出
來
る
。

　

園
林
の
示
す
範
圍
の
廣
範
さ
に
鑑
み
れ
ば
當
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
文
學
作

品
に
表
さ
れ
る
園
林
の
姿
は
多

で
あ
り
、
ま
た
作
品
創
作
の
場
と
し
て
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
私
的
生
活
の
場
を
詠
う
こ
と
は
、
仕
隱
の
問
題
と
直
結

す
る
。
時
代
と
共
に
政
治
制
度
や
文
學
の
主
要
な
擔
い
手
が
變
化
し
て
も
、
隱
逸

や
隱
者
に
對
す
る

憬
、
仕
隱
の
矛
盾
は
文
學
の
一
大
命
題
で
あ
り
續
け
た
。
言

志
の
文
學
と
社
交
の
文
學
、
い
ず
れ
の

れ
を
汲
む
か
を
問
わ
ず
、
園
林
は
、
こ

れ
ら
の

憬
や
矛
盾
を
喚
起
し
、
そ
れ
を
容
れ
る
重
要
な
場
と
し
て
働
い
て
き
た

の
で
あ
る
。
特
に
士
大
夫
に
と
っ
て
、
園
林
は
仕
官
と
の
緊
張
狀
態
の
中
で
成
立

す
る
場
で
あ
る
と
も
言
え
、
そ
の
あ
り
よ
う
は
傳

中
國
の
社
會
構
造
を
反
映
し

て
い
る
と
さ
え
言
う
こ
と
が
で
き
る（

（
（

。

　

園
林
の
語
が
指
し
示
す
も
の
の
廣
範
さ
と
、
文
學
に
表
さ
れ
る
際
の
多

性
、

こ
の
二
つ
が
重
な
り
合
っ
て
、「
園
林
の
文
學
」
は
そ
の
範
圍
を
定
め
る
の
が
困

難
な
ほ
ど
だ
。
例
え
ば
、
先
行
硏
究
で
も
指

さ
れ
る
唐
代
園
林
の
呼
稱
の
多

さ（
（
（

は
、
園
林
が
い
か
に
恣
意
的
に
捉
え
ら
れ
る
か
を
端
的
に
示
す
例
と
し
て
興

味
深
い
。
ま
た
、
文
學
そ
の
も
の
に
は
當
然
固
㊒
の

れ
が
あ
り―

例
え
ば

「
居
」
を
詠
う
作
品
、
あ
る
い
は
公
宴
詩
や
山
水
詩
と
い
っ
た
そ
れ
自
體
傳

を

も
つ
ジ
ャ
ン
ル―

園
林
は
そ
の

れ
を
支
え
る
脇
役
、
時
に
は
主
役
と
し
て
、

多

な
役
割
を
擔
っ
て
き
た
。

　

以
下
に
續
く
第
二
節
で
は
、
こ
の
よ
う
な
園
林
の
文
學
の
中
か
ら
、
自
身
が
所

㊒
す
る
場
所
、
歸
屬
す
る
場
所
に
お
い
て
、

力
の
場
か
ら
距
離
を
置
い
た
か
ら

こ
そ
抱
け
る
個
人
の
思
い
を
詠
う
唐
代
の
詩
文
を
取
り
上
げ
る
。
曖
昧
で
廣
範
に

過
ぎ
る
定
義
の
よ
う
だ
が
、
唐
詩
の
中
に
は
こ
の
系

に
屬
す
る
作
品
の

れ
を

確
か
に
確
認
で
き
る
。



園
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」

八
九

鳳

仙
人
籙　
　

鳳
は
仙
人
の
籙
をた
く
わえ

鸞
歌
素
女
琴　
　

鸞
は
素
女
の
琴
に
歌
う

忘
機
委
人
代　
　

機
を
忘
れ
て
人
代
を
委す

て

閉
牖
察
天
心　
　

牖
を
閉
ざ
し
て
天
心
を
察
す

蛺
蝶
憐
紅
　
　

蛺
蝶　

紅

を
憐
れ
み

蜻
蜓
愛
碧
潯　
　

蜻
蜓　

碧
潯
を
愛
す

坐

象
化　
　

坐
し
て

る

象
の
化
す
る
を

方
見
百
年
侵　
　

方
に
見
る
百
年
の
侵
す
を

擾
擾
將
何
息　
　

擾
擾
と
し
て
將
に
何
く
に
か
息
ま
ん
と
す

靑
靑
長

吟　
　

靑
靑
と
し
て
長
く

吟
す

願
隨
白
雲
駕　
　

願
わ
く
は
白
雲
の
駕
に
隨
い
て

龍
鶴
相
招
尋　
　

龍
鶴　

相
い
招
尋
せ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

（『
陳
伯
玉
文
集
』
卷
二
）

作
品
は
、

を
辭
し
て
故
鄕
に
歸
っ
た
聖
歷
元
年
（
六
九
八
）
以
降
に
作
ら
れ

た
と
さ
れ
る（

（
（

。「
家
園
」、
つ
ま
り
一
族
の
所
㊒
す
る
別
墅
で
詠
ま
れ
た
も
の
。

一
、
二
句
目
、「
守
窮
巷
」「
臥
幽
林
」
の
語
が
行
き
詰
ま
り
孤
獨
を
か
こ
つ
詩
人

の
姿
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
庭
の
松
竹
に
よ
っ
て
淸
ら
か
な
心

が
導
か
れ
、

歬
庭
に
續
く
階
を
眺
め
て
古
今
に
思
い
を
馳
せ
る
。
四
句
目
の
「
懷
古
今
」
は
、

『
文

』
卷
三
百
十
七
な
ど
で
は
「
橫
古
今
」
に
作
り
、
左
思
「
招
隱
士
」

（『
文
選
』
卷
二
十
二
）
の
「
杖
策
招
隱
士
、

塗
橫
古
今
（
杖
策　

隱
士
を
招
き
、

塗　

古
今
に
橫
た
う
）」
と
重
な
る
。
左
思
の
詩
で
は
隱
者
の
い
る

空
閒
へ
足
を

踏
み
入
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
詩
で
は
靜
止
し
た
作
者
の
眼
歬
に
時
空
の
廣
が
り
が

生
み
出
さ
れ
る
。
五
、
六
句
目
、
眞
夏
の
熱
氣
か
ら
隔
て
ら
れ
た
屋
內
は
靜
謐
な

別
天
地
、
窓
や
戶
は
仙
界
の
氣
配
を
帶
び
た
外
界
に

す
る
。
續
く
「
鳳
」
と

「
鸞
」
は
屋
內
の
何
ら
か
の
裝
餝
を
言
う
も
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
聯
に
よ
り
詩
は

山
鳥
自
呼
名　
　

山
鳥　

自み
ず
から
名
を
呼
ぶ

去
去
獨
吾
樂　
　

去
り
去
り
て
獨
り
吾
れ
樂
し
ま
ん

無
能
愧
此
生　
　

無
能　

此
の
生
を
愧
ず

�

（『
宋
之
問
集
』
卷
下
）

　

陸
渾
は
河
南
府
伊
闕
縣
に
あ
る
山
名
。
作
品
は
休
暇
の
折
に
所
㊒
す
る
山

を

訪
れ
た
際
の
も
の
と
思
し
い
。
第
一
句
目
、
山

に
歸
っ
て
か
ら
の
「
物
外
の

情
」
と
い
う
の
は
、
仕
官
か
ら
解
放
さ
れ
た
山
水
の
中
で
湧
き
起
こ
る
興
趣
を
言

う
。
桃

源
へ
と
誘
う
「
源
水
」
で
は

に
導
か
れ
、
ひ
っ
そ
り
と
し
た
林
で

を
採
る
。「
野
人
」
は
農
夫
や
木
こ
り
を
言
う
も
の
だ
ろ
う
か
、
彼
ら
と
氣
さ
く

に
名
字
を
呼
び
合
っ
て
會
話
し
、
山
鳥
は
そ
の
名
の
通
り
の
鳴
き
聲
を
响
か
せ

る
。
山

で
は
周
圍
の
自
然
や
人
が
詩
人
に
好
意
的
に
働
き
か
け
る
。
暢
び
や
か

な

ら
し
を

い
た
作
品
は
、
最
終
句
に
「
無
能　

此
の
生
を
愧
ず
」
と
慚
愧
の

念
を
吐
露
し
つ
つ
も
、
悲

的
な
方
向
に
は
傾
か
な
い
。

　

次
の
陳
子
昂
の
作
品
は
、
思
索
の
場
と
し
て
の
園
林
を

い
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

南
山
家
園
林
木
交
映
盛
夏
五
⺼
幽
然
淸
涼
獨
坐
思
遠
率
成
十

南
山
の
家
園
林
木
交
ご
も
映
じ
、
盛
夏
五
⺼
幽
然
と
し
て
淸
涼
な
り
、
獨

坐
し
て
遠
き
を
思
い
、
率
と
し
て
十

成
る

寂
寥
守
窮
巷　
　

寂
寥　

窮
巷
を
守
り

幽
獨
臥
空
林　
　

幽
獨　

空
林
に
臥
す

松
竹
生
虛
白　
　

松
竹　

虛
白
を
生
じ

階
庭
懷
古
今　
　

階
庭　

古
今
を
懷
く

鬱

炎
夏
晚　
　

鬱

た
り
炎
夏
の
晚

棟
宇
閟
淸
陰　
　

棟
宇　

淸
陰
を
閟と
ざ

す

軒
窗
交
紫
靄　
　

軒
窗　

紫
靄
を
交
え

簷
戶
對

岑　
　

簷
戶　

岑
に
對
す



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
五
集

九
〇

の
冐
頭
に
は
こ
う
あ
る
。

　

簪
組
十
年
　
　

簪
組　

十
年
の

　

園
廬
今
夕
情　
　

園
廬　

今
夕
の
情

�

（『
李
文
饒
別
集
』
卷
十
）

句
か
ら
は
、
官
界
（「
簪
組
」）
と
別
墅
（「
園
廬
」）
が
、
一
方
が
現
實
と
な
れ
ば
他

方
が

と
な
る
、
表
裏
一
體
の
關
係
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
讀
み
取
れ
る
。
李
德

裕
は
官
僚
と
し
て
の
自
己
を
捨
て
去
る
こ
と
は
で
き
ず
、
思

し
て
止
ま
な
か
っ

た
平
泉
で
の
安
穩
な
引
退
の

は
、
つ
い
ぞ
叶
う
こ
と
が
な
か
っ
た
。
彼
と
園
林

と
の
關
係
は
、
次

で
取
り
上
げ
る
白
居
易
の
あ
り
方
と
好
對
照
を
な
し
て
い

る
。
南
宋
の
陸
游
は
兩
者
を
取
り
上
げ
「「
樂
天　

十
年　

履
衟
の
宅
、
贊
皇　

一
夕　

平
泉

」（「
題
閻
郞
中
溧
水
東
臯
園
亭
」
詩
）
と
詠
っ
た
。
十
年
の
長
き
に

わ
た
っ
て
履
衟
里
で
晚
年
を
過
ご
し
た
白
居
易
と
、
た
っ
た
「
一
夕
」
の
閒
し
か

平
泉

で
過
ご
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
李
德
裕
、
こ
の
よ
う
な
兩
者
の
違
い

は
、
そ
の
ま
ま
二
人
の
隱
逸

の
違
い
を
反
映
し
て
い
る
。

二
、
白
居
易
の
園
林
を
支
え
る
も
の

　

歬

に
見
た
よ
う
に
、
初
盛
唐
の
別
墅
・
別
業
を
詠
う
作
品
は
、
官
を
一
方
に

置
い
た
上
で
「
隱
逸
」
の
場
と
し
て

か
れ
る
と
い
う
枠
組
み
を
も
っ
て
い
た
。

一
方
白
居
易
は
、
彼
の
隱
逸

を
表
す
代
表
作
「
中
隱
」（（（77

・
卷
五
十
二
（
（
（

）

「
不
如
作
中
隱
、
隱
在
留
司
官
。
似
出
復
似
處
、
非
忙
亦
非
閑
（
如
か
ず
中
隱
と
作

り
て
、
隱
れ
て
留
司
の
官
に
在
る
に
。
出
ず
る
に
似
て
復
た
處
る
に
似
、
忙
に
非
ず
し
て

亦
た
閑
に
非
ず
）」
に
も
典
型
的
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
仕
官
と
隱
逸
に
中
閒
地

點
を
設
け
る
こ
と
で
對
立
を
解
消
さ
せ
、
私
人
と
し
て
の
生
活
の

實
を

い

た
。
本

で
は
、
こ
の
よ
う
な
白
居
易
の
個
人
空
閒
を
支
え
る
意

と
は
何
か
を

考
え
て
み
た
い（

（
（

。

仙
界
へ
と
一
足
飛
び
に
踏
み
出
し
、
更
に
轉
じ
て
自
身
の
內
面
へ
と
目
が
向
け
ら

れ
る
。「
人
代
」
は
人
の
世
。
た
く
ら
み
を
忘
れ
て
人
の
世
を
捨
て
去
る
と
い
う

逹

を
示
す
一
方
で
、
窓
を
閉
ざ
し
て
天
の
心
を
察
す
る（

（
（

と
い
う
能
動
的
な
精
神

の
深
ま
り
を
言
う
。「
蛺
蝶
」
や
「
蜻
蜓
」
が

や
水
と
戲
れ
る
い
か
に
も
「
家

園
」
に
相
應
し
い
可
憐
な
情
景―

色
彩
の
鮮
や
か
さ
は
や
は
り
仙
界
の
雰
圍
氣

を
感
じ
さ
せ
る―

を
は
さ
み
、
詩
は
己
と

象
と
が
對
峙
す
る
ス
ケ
ー
ル
の
大

き
さ
を
見
せ
る
。
時
の

れ
の
果
て
の
な
さ
に
倦
み
疲
れ
、

吟
の
辛
さ
を
述
べ

た
上
、
昇
仙
へ
の

れ
で
作
品
は
結
ば
れ
る
。

　

作
品
に
は
「
松
竹
」「
階
庭
」「
棟
宇
」「
軒
窗
」「
簷
戶
」
な
ど
家
園
の

々
な

分
が
點
綴
さ
れ
る
。
閉
ざ
さ
れ
た
空
閒
の
中
、「
獨
座
」
の
靜

の
內
に
あ
り

な
が
ら
、
詩
は
作
者
の
精
神
の
廣
が
り
に
呼
應
し
て
、
時
空
を
越
え
た
廣
が
り
を

見
せ
る
。
陳
子
昂
の
作
品
か
ら
は
、
文
學
の
場
、
思
索
の
場
と
し
て
の
別
墅
・
別

業
の
あ
り
方
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

洛
陽
近
郊
の
陸
渾
に
て
休
暇
の
折
に
作
ら
れ
た
と
思
し
い
宋
之
問
の
作
品
と
、

失
意
の
歸
鄕
の
後
作
ら
れ
た
陳
子
昂
の
作
品
と
は
、
心
情
に
大
き
な
隔
た
り
が
あ

る
。
別
墅
・
別
業
の
設
け
ら
れ
た
場
所
や
、
休
暇
か
左
遷
か
、
あ
る
い
は
仕
官
に

出
る
歬
か
な
ど
に
よ
っ
て
、
作
品
の
雰
圍
氣
は
そ
れ
ぞ
れ
に

な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
別
墅
・
別
業
と
い
う
場
を
意

し
て
作
ら
れ
た
作
品
は
、
い
ず
れ
も
仕
官

と
隱
逸
を
二
者
擇
一
と
し
た
上
で
、
官
界
に
背
を
向
け
て
書
か
れ
る
と
い
う
枠
組

み
を
も
つ
點
で
は
共
通
し
て
い
る
。

　

仕
官
隱
逸
を
二
者
擇
一
と
す
る
場
に
お
い
て
は
、
兩
者
の
矛
盾
が
浮
き
彫
り
に

な
り
、
そ
こ
か
ら
迯
れ
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾
を
典
型
的
に
示
す

例
が
、
時
代
は
降
る
が
中
晚
唐
の
政
治
家
李
德
裕
が
別
墅
平
泉

を

い
た
作
品

で
あ
る（

7
（

。
開
成
元
年
（
八
三
六
）、
太
子
賓
客
分
司
東
都
と
な
り
、
洛
陽
近
郊
の
平

泉

に
滯
在
し
た
際
の
作
品
「
潭
上
喜
見
新
⺼
（
潭
上
に
て
新
⺼
を
見
る
を
喜
ぶ
）」



園
林
の
「
小
空
閒
」

九
一

逸
空
閒
を
求
め
ず
と
も
、
自
分
が
い
る
そ
の
場
所
に
自
㊜
の
空
閒
を
築
く
衟
が
拓

か
れ
た
。
そ
の
後
白
居
易
は
、
官
位
を
上
る
に
從
っ
て
自
身
の
望
む
環

を
手
に

入
れ
、
最
終
的
に
は
洛
陽
で
集
大
成
と
し
て
の
自
㊜
の
空
閒
を
完
成
さ
せ
る
。
そ

の
最
初
の
一
步
が
、
官
僚
と
し
て
驅
け
出
し
の
頃
、
都
市
で
よ
う
や
く
自
分
の
居

場
所
を
手
に
入
れ
た
時
に
既
に
踏
み
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
十
分
に
意

し
て

お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

外
的
要
因
と
し
て
、
當
時
の
長
安
城
の
住
環

の
發
逹
に
も
觸
れ
て
お
き
た

い
。
妹
尾
逹
彥
「
唐
長
安
城
の
官
人
居
住
地（

（（
（

」
は
、
唐
代
長
安
城
の
居
宅
分
布
の

變
化
を
時
代
に
沿
っ
て
分
析
す
る
。
妹
尾
氏
に
よ
る
と
、
安
史
の
亂
後
、
長
安
城

の
街
東
中

に
は
上
京
し
た
科
擧
出
身
者
が
集
中
す
る
新
興
の
住
宅
街
が
發
逹

し
、
九
世
紀
歬
半
に
は
高
級
邸
宅
街
の

相
を
呈
す
る
。
長
安
城
の
街
東
中

は
、
中
唐
の
頃
に
は
社
交
に
も
遊
興
に
も
㊜
し
た
住
み
よ
い
地
域
と
な
っ
て
い

た
、
と
言
う（

（（
（

。
白
居
易
が
住
居
を
轉
々
と
さ
せ
た
の
も
、
ま
さ
に
こ
の
長
安
城
の

街
東
中

で
あ
っ
た
。
更
に
も
う
一
點
指

し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
が
、
園

林
の
空
閒

術
の
發
逹
で
あ
る（

（（
（

。
都
市
の
限
り
あ
る
空
閒
の
中
で
、
植
栽
・
治

水
・
借
景
な
ど

々
な
技
術
を
驅
使
し
て
「
別
天
地
」
を
造
り
出
す
技
術
は
、
こ

れ
ら
を
文
學
と
し
て
ど
う
表
現
す
る
か
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
、
士
大
夫
の
個
人

空
閒
を
支
え
る
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。
造
園
を
取
り
上
げ
た
作
品
を
多
く
詠
ん

だ
白
居
易
は
、
こ
れ
ら
の
園
林

術
の
第
一
の
擔
い
手
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

②
山
林
と
朝
廷
の
閒

　

長
慶
二
年
（
八
二
二
）、
杭
州
刺
史
時
代
に
作
っ
た
「
郡
亭
」
詩
（0（（（

・
卷

八
）
で
は
、
杭
州
の
郡
亭
（
虛
白
亭
）
を
こ
の
よ
う
に
詠
う
。

山
林
太
寂
　
　

山
林　

太は
な
はだ
寂

た
り

朝
闕
空
喧
煩　
　

朝
闕　

空
し
く
喧
煩
た
り

①
都
市
の
詩
人

　

血

や
家
門
に
な
ん
ら
の
保
證
も
も
た
な
い

者
た
ち
が
、
自
身
の
才
覺
を
賴

り
に
長
安
に
出
た
と
き
、
そ
こ
に
從
來
の
都
を

く
文
學
と
は

な
る
作
品
が
生

ま
れ
た
。
白
居
易
に
つ
い
て
言
え
ば
、
川
合
康
三
氏
「
長
安
に
出
て
來
た
白
居

易（
（（
（

」
に
指

さ
れ
る
よ
う
に
、
大
都
會
長
安
に
出
て
閒
も
な
い
時
に
は
孤
獨
感
と

鬱
屈
を
示
す
作
品
を
詠
ん
で
い
る
（「
長
安
正
⺼
十
五
日
」
詩
（0（7（

・
卷
十
三
）「
諠

諠
車
騎
帝
王
州
、
羇
病
無
心
逐
勝
遊
。
朙
⺼
春
風
三
五
夜
、

人
行
樂
一
人
愁
（
諠
諠
た

る
車
騎　

帝
王
の
州
、
羇
病　

心
の
勝
遊
を
逐
う
無
し
。
朙
⺼
春
風
三
五
の
夜
、

人
行

樂
す
る
も
一
人
愁
う
）」
な
ど
）。
し
か
し
そ
の
鬱
屈
は
、
官
位
を
得
て
生
活
の
基
盤

を
得
る
こ
と
で
變
化
し
、
都
市
の
中
で
己
の
居
場
所
を
見
つ
け
、
表
現
す
る
方
向

へ
と
向
か
う
。
川
合
氏
は
そ
の
重
要
な
轉
機
と
し
て
閑
㊜
の
發
見
を
擧
げ
、『
白

氏
文
集
』「
閑
㊜
」
の
冐
頭
に
置
か
れ
た
「
常
樂
里
閑
居
…
…
」
詩
を
詳
細
に
分

析
し
、「
閑
㊜
を

得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
長
安
の
中
で
住
み
う
る
己
れ
が
回

復
さ
れ
る
」（
三
六
六
頁
）
と
指

さ
れ
る
。

　

こ
れ
を
別
の
角
度
か
ら
見
れ
ば
、
大
都
市
長
安
と
詩
人
と
が
對
峙
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
「
閑
㊜
」
の
發
見
が
促
さ
れ
た
、
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。「
己
れ
を

回
復
す
る
」
手
段
が
生
活
の
細

の

寫
に
向
か
う
の
は
、
白
居
易
と
い
う
詩
人

の
㊮
質
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
だ
ろ
う（

（（
（

。
長
安
で
の
生
活
の

實
は
、
都
市
が

與
え
る

々
な
壓
力
に
對
し
て
、
自
ら
の
領
域
を
擴
大
さ
せ
て
い
く
過
程
の
よ
う

に
も
見
え
る
。
長
安
を
自
身
が
確
か
に
生
活
す
る
場
と
し
て
捉
え
直
し
た
白
居
易

は
、
友
人
た
ち
と
の
交

や
長
安
の
文
化
風
俗
に
ま
で
及
ぶ
多
數
の
作
品
を
殘
し

た
。
こ
れ
ら
は
當
時
の
都
市
生
活
を
知
る
た
め
の
貴
重
な
㊮
料
と
な
っ
て
い
る（

（（
（

。

　

大
都
市
長
安
と
の
對
峙
を
き
っ
か
け
と
し
て

ま
れ
た
「
閑
㊜
」
の

地
、
そ

れ
を
支
え
る
日
常
生
活
へ
の
細
や
か
な
關
心
が
、
都
市
の
中
で
私
わ
た
く
しの
空
閒
を

く

一
つ
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
わ
ざ
わ
ざ
郊
外
や
山
中
に
擬
似
的
隱



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
五
集

九
二

も
自
身
を
容
れ
る
場
が
あ
る
幸
運
を
詠
う
態
度
が
目
立
つ
（
長
安
新
昌
里
で
の
「
卜

居
」
詩
・「
題
新
昌
所
居
」
詩
な
ど
）。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
、
白
居
易
が
狀
況
に
應
じ

た
措
辭
を
驅
使
し
て
現
狀
の
肯
定
に
努
め
た
こ
と
が
讀
み
取
れ
る
。

③
居
所
と
身
心

　

白
居
易
は
自
身
の
身
心
の
あ
り
よ
う
に
敏
感
な
詩
人
で
あ
っ
た（

（（
（

。
元
和
三
年

（
八
〇
八
）、
左
拾
遺
・
翰
林
學
士
の
時
に
作
ら
れ
た
以
下
の
作
品
に
も
そ
れ
は
表

れ
て
い
る
。
第
九
句
か
ら
二
十
句
を
擧
げ
る
。

　
　

夏
日
獨
直
寄

侍
　
　

夏
日
獨
直　

侍

に
寄
す　
（0（（（

・
卷
五
）

夏
日
獨
上
直　
　

夏
日　

獨
り
直
に
上
り

日
長
何
所
爲　
　

日
長
く
し
て
何
の
爲
す
所
ぞ

澹
然
無
他
念　
　

澹
然
と
し
て
他
念
無
く

虛
靜
是
吾
師　
　

虛
靜　

是
れ
吾
が
師
な
り

形
委
㊒
事
牽　
　

形
は
事
㊒
る
に
委
ね
て
牽
か
る
る
も

心
與
無
事
朞　
　

心
は
事
無
き
と
朞
す

中

一
以
曠　
　

中
　

一
に
以
て
曠
く

外
累
都

遺　
　

外
累　

都す
べ

て
遺わ
す

る
る
が

し

地
貴
身
不
覺　
　

地
貴
き
も
身
覺
え
ず

意
閑

來
隨　
　

意
閑
に
し
て

來
り
て
隨
う

但
對
松
與
竹　
　

但
だ
松
と
竹
と
に
對
し

如
在
山
中
時　
　

山
中
に
在
る
時
の
如
し
…
…

　

作
品
は
、
宮
仕
え
に
縛
ら
れ
る
「
形
（
身
體
）」
と
、
自
由
な
「
心
」
を
對
比

す
る
。
內
心
が
廣
々
と
し
て
い
れ
ば
煩
わ
し
い
諸
々
は
全
て
忘
れ
て
し
ま
う
。
眼

歬
の
松
竹
に
大
自
然
を
投
影
さ
せ
、
山
中
の

地
を
見
出
す
。
輕
い
タ
ッ
チ
で

か
れ
た
詩
で
は
あ
る
が
、
勤
務
中
に
得
ら
れ
た
閑
寂
の

地
を
、
身
と
心
と
を
分

唯

郡
閤
內　
　

唯
だ

の
郡
閤
の
內

囂
靜
得
中
閒　
　

囂
靜　

中
閒
を
得
た
り

ま
た
、
會
昌
五
年
（
八
四
五
）、
刑

尙
書
致
仕
後
の
洛
陽
履
衟
里
の
自
宅
で
作

っ
た
「
閑
題
家
池
寄
王
屋
張
衟
士
（
家
池
に
閑
題
し
王
屋
の
張
衟
士
に
寄
す
）」
詩

（（（（（

・
卷
六
十
九
）
に
は
こ
の
よ
う
な
表
現
が
見
え
る
。

進
不
趨
要
路　
　

進
み
て
要
路
に
趨
ら
ず

退
不
入
深
山　
　

退
き
て
深
山
に
入
ら
ず

深
山
太

　
　

深
山　

太
だ

た
り

要
路
多
險
艱　
　

要
路　

險
艱
多
し

不
如
家
池
上　
　

如
か
ず
家
池
の
上

樂
逸
無
憂
患　
　

逸
を
樂
し
み
て
憂
患
無
き
に

兩
作
品
は
、
山
林
の
わ
び
し
さ
と
、
朝
闕
や
要
路
の
喧
騷
と
危
う
さ
を
兩
極
と
し

て
擧
げ
、
杭
州
の
亭
臺
と
洛
陽
の
家
池
を
そ
の
中
閒
に
あ
る
も
の
と
し
て
肯
定
的

に
捉
え
る
。
二
つ
の
極
を
擧
げ
て
そ
れ
ら
を
否
定
し
、
中
閒
こ
そ
が
最
も
良
い
と

す
る
修
辭
は
白
居
易
得
意
の
も
の
で
あ
る
が（

（（
（

、
こ
の
よ
う
な
心
の
持
ち
方
は
、
今

身
を
お
く
場
所
を
肯
定
的
に
捉
え
る
際
に
も
㊒
效
で
あ
っ
た
。
洛
陽
で
詠
ん
だ

「
中
隱
」
詩
は
そ
の
最
た
る
も
の
で
、
出
處
・
忙
閑
・
貴
賤
・
窮
通
・
豐
約
の
い

ず
れ
に
お
い
て
も
中
閒
に
位
置
す
る
と
し
て
現
狀
を
肯
定
す
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
が
居
所
を
肯
定
す
る
際
に
一
貫
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
長
安
昭
國
里
の
借
家
で
は
、「
勿
嫌
坊
曲
遠
、
近

多
牽
役
。
勿
嫌

祿
俸

、
厚

多
憂
責
。
…
…
何
以
養
吾
眞
、
官
閑
居
處
僻
（
坊
曲
の
遠
き
を
嫌
う

勿
れ
、
近
け
れ
ば

ち
牽
役
多
し
。
祿
俸
の

き
を
嫌
う
勿
れ
、
厚
け
れ
ば

ち
憂
責
多

し
。
…
…
何
を
以
て
吾
が
眞
を
養
わ
ん
、
官
閑
に
し
て
居
處
僻
な
り
）」（「
昭
國
閑
居
」
詩

（0（（（

・
卷
六
））
と
、
兩
極
の
一
方
（
近
・
厚
）
を
否
定
す
る
こ
と
で
も
う
一
方

（
遠
・

）
を
肯
定
す
る
。
長
安
の
自
宅
を
詠
う
際
に
は
、
そ
の
狹
さ
を
歎
き
つ
つ



園
林
の
「
小
空
閒
」

九
三

遺
愛
寺

欹
枕
聽　
　

遺
愛
寺
の

は
枕
を
欹
て
て
聽
き

香
鑪
峯
☃
撥
簾
看　
　

香
鑪
峯
の
☃
は
簾
を
撥
ね
て
看
る

匡
廬
便
是
迯
名
地　
　

匡
廬
は
便
ち
是
れ
名
を
迯
る
る
の
地

司
馬
仍
爲
送
老
官　
　

司
馬
は
仍
お
老
を
送
る
の
官
爲
り

心
泰
身
寧
是
歸
處　
　

心
泰
く
身
寧
け
れ
ば
是
れ
歸
處

故
鄕
可
獨
在
長
安　
　

故
鄕
獨
り
長
安
に
の
み
在
る
可
け
ん
や

布
團
に
く
る
ま
っ
て
ま
ど
ろ
む
快
樂
を
享
受
し
、
寢
そ
べ
っ
た
ま
ま
で
目
と
耳
と

を
樂
し
ま
せ
る
。
名
利
を
迯
れ
る
場
所
も
、
老
い
を
送
る
た
め
の
官
位
も
揃
っ

た
。
く
つ
ろ
い
だ
生
活
と
身
心
を

足
さ
せ
る
環

を
詠
い
、
歸
る
場
所
は
な
に

も
長
安
だ
け
と
い
う
譯
で
は
な
い
、
と
詩
を
結
ぶ
。
江
州
の
次
に
赴
任
し
た
忠
州

で
の
作
品
「
種
桃
杏
（
桃
杏
を
種
う
）」（（（（0

・
卷
十
八
）
で
は
、
桃
や
杏
が

を

つ
け
る
ま
で
の
時
閒
を
忠
州
で
過
ご
す
時
閒
に
重
ね
る
が
、
そ
の
冐
頭
で
は
こ
う

言
う
。

無
論
海
角
與
天
涯　
　

論
ず
る
無
し　

海
角
と
天
涯
と

大
抵
心
安

是
家　
　

大
抵　

心
安
ん
ず
れ
ば

ち
是
れ
家
な
り

ま
た
、
長
安
に
戾
っ
て
か
ら
杭
州
刺
史
に
赴
任
す
る
際
の
作
「
初
出
城
留
別
（
初

め
て
城
を
出
て
留
別
す
）」（0（（（

・
卷
八
）
で
は
、
こ
の
先
に
待
つ
大
き
な
環

の

變
化
を
受
け
止
め
な
が
ら
、
結
句
で
こ
う
詠
う
。

我
生
本
無
鄕　
　

我
が
生　

本
よ
り
鄕
無
く

心
安
是
歸
處　
　

心
安
ん
ず
れ
ば
是
れ
歸
處
な
り

　

晚
年
を
過
ご
し
た
洛
陽
履
衟
里
で
も
同

の
表
現
が
見
え
る
。
大
和
五
年

（
八
三
一
）、
河
南
尹
の
時
に
作
ら
れ
た
「
吾
土
（
吾
が
土
）」（（（（（

・
卷
五
十
八
）

で
あ
る
。

身
心
安
處
爲
吾
土　
　

身
心
安
ん
ず
る
處　

吾
が
土
と
爲
す

豈
限
長
安
與
洛
陽　
　

豈
に
長
安
と
洛
陽
と
に
限
ら
ん
や

か
つ
理
知
的
な
捉
え
方
で
詠
う
點
が
興
味
深
い
。

　

白
居
易
の
こ
の
作
品
は
仕
官
す
る
身
と
心
と
を
分
け
て
捉
え
る
が
、
本
來
、

仕
隱
の
矛
盾
は
し
ば
し
ば
內
心
と
行
動
（
形
・
迹
）
と
の
衝
突
や

と
言
う
形

で
表
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
謝
靈
運
が
始
寧
に
引
退
す
る
際
に
書
い
た
「
初

去
郡
（
初
め
て
郡
を
去
る
）」
詩
（『
文
選
』
卷
二
十
六
）
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
仕
官

を
振
り
﨤
り
、「
顧
己
雖
自
許
、
心
迹
猶
未
幷
（
己
を
顧
み
て
自
ら
許
す
と
雖
も
、
心

迹
猶
お
未
だ
幷
ば
ず
）」、
心
と
行
動
の
矛
盾
を
表
白
す
る
。
ま
た
陶
淵
朙
「
始
作

鎭
軍
參
軍
經
曲
阿
作
（
始
め
て
鎭
軍
參
軍
と
作
り
て
曲
阿
を
經
る
の
作
）」（『
文
選
』
卷

二
十
六
）
で
は
、
赴
任
途
上
の
搖
れ
動
く
思
い
を
詠
っ
て
「
眞
想
初
在
衿
、
誰
謂

形
迹
拘
（
眞
想
初
め
て
衿
に
在
り
、
誰
か
謂
わ
ん
形
迹
拘
わ
る
と
）」
と
、
本
心
と
行
爲

と
の
矛
盾
を
釋
朙
す
る
。

　

人
生
の
重
要
な
節
目
に
詠
ま
れ
た
謝
靈
運
・
陶
淵
朙
詩
と
白
居
易
詩
と
で
は
、

詩
作
の
構
え
に
そ
も
そ
も
違
い
が
あ
る
こ
と
に
は
㊟
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
白

居
易
は
「
心
」
と
「
行
爲
」
と
の
矛
盾
を
「
心
」
と
「
身
體
」
の
問
題
と
し
て
捉

え
直
し
、
兩
者
を
切
り
離
す
こ
と
で
そ
の
矛
盾
を
い
と
も

單
に
飛
び
越
え
て
い

る
こ
と
が
分
か
る（

（（
（

。
妥
協
的
な
態
度
と
と
れ
な
く
も
な
い
が
、
ほ
と
ん
ど
の
士
大

夫
に
と
っ
て

官
が
現
實
的
な
選
擇
で
は
な
い
以
上
、
白
居
易
の
こ
の
よ
う
な
捉

え
方
は
士
大
夫
に
自
由
を
與
え
得
る
畫
朞
的
な
發
想
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

あ
ら
ゆ
る
場
所
、
狀
況
下
で
身
と
心
の
㊜
不
㊜
を
意

す
る
態
度
は
、
私
的
空

閒
を
確
立
さ
せ
る
際
に
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
例
え
ば
、
元
和
十
二
年

（
八
一
七
）
左
遷
先
で
江
州
司
馬
を
務
め
て
い
た
際
の
、
廬
山

堂
に
題
し
た
㊒
名

な
作
品
に
は
こ
う
あ
る
。

　
　

重
題　

其
三　
　
　
　

重
ね
て
題
す　

其
の
三
（0（7（

・
卷
十
六
）

日
高
睡
足
猶
慵
起　
　

日
高
く
睡
り
足
り
て
猶
お
起
く
る
に
慵
し

小
閤
重
衾
不
怕
寒　
　

小
閤　

衾
を
重
ね
て
寒
き
を
怕
れ
ず



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
五
集

九
四

未
稱
爲
松
主　
　

未
だ
松
の
主
爲
る
に
稱
わ
ず

時
時
一
愧
懷　
　

時
時　

一
た
び
愧
懷
す

白
居
易
に
と
っ
て
松
や
竹
な
ど
の
植
物
は
單
な
る
鑑
賞
物
で
は
な
く
、
白
居
易
は

彼
ら
と
の
關
係
性
を
こ
そ
大
切
に
し
て
詩
に
詠
ん
だ
。
植
物
の
移
植
を
詠
う
作

品
を
多
く
作
り
、
自
身
が
居
る
土
地
に
根
を
張
り
生
い

る
植
物
を
心
の
よ
り

ど
こ
ろ
と
し
て
語
り
か
け
る
姿
勢
に
も
そ
れ
は
表
れ
て
い
る
。
例
え
ば

厔
縣

尉
時
代
に
あ
つ
ら
え
た
竹
林
を
詠
う
「
新
栽
竹
（
新
た
に
竹
を
栽
う
）」（0（（（

・
卷

九
）、
下
邽
縣
で
松
に
相
い
對
し
て
自
身
の
老
い
を
歎
く
「
栽
松
二
首
（
松
を
栽
う

二
首
）」（0（（0

・0（（（

・
卷
十
）、
忠
州
で
桃
李
に
別
れ
を
吿
げ
る
「
別
種
東
坡

樹
兩
絕
（
東
坡
に
種
え
し

樹
に
別
る　

兩
絕
）」（（（77

・（（7（

・
卷
十
八
）
な
ど
は

そ
の
例
で
あ
る
。
植
物
は
白
居
易
に
と
っ
て
、
場
所
に
親
し
み
、
そ
こ
を
自
身
の

居
場
所
に
す
る
た
め
の
、
大
切
な
伴
侶
で
あ
っ
た
。

　

奇
石
も
ま
た
白
居
易
の
大
切
な
友
人
で
あ
っ
た
。
次
に
擧
げ
る
の
は

州
刺
史

の
時
の
作
品
で
あ
る
。

　
　

雙
石　
　
　
　
　

雙
石
（（（0（

・
卷
五
十
一
）

然
兩
片
石　
　

然
た
り
兩
片
の
石

厥
狀
恠
且
醜　
　

厥
の
狀　

恠
に
し
て
且
つ
醜
な
り

俗
用
無
所
堪　
　

俗
用　

堪
う
る
所
無
く

時
人
嫌
不
取　
　

時
人　

嫌
い
て
取
ら
ず

…
…　
　
　
　
　

…
…

人
皆
㊒
所
好　
　

人
皆
な
好
む
所
㊒
り

物
各
求
其
偶　
　

物
各
お
の
其
の
偶
を
求
む

漸
恐
少
年
場　
　

漸
く
恐
る
少
年
の
場
の

不
容
垂
白
叟　
　

垂
白
の
叟
を
容
れ
ざ
る
を

迴
頭
問
雙
石　
　

頭
を
迴
ら
し
て
雙
石
に
問
う

水
竹

歬
謀
活
計　
　

水
竹

の
歬
に
活
計
を
謀
り

琴
詩
酒
裏
到
家
鄕　
　

琴
詩
酒
の
裏
に
家
鄕
に
到
る
…
…

先
に
引
用
し
た
三
首
が
多
少
な
り
と
も
自
ら
を
慰
め
る
口
調
を
帶
び
て
い
た
の
と

は

な
り
、
洛
陽
で
作
ら
れ
た
「
吾
土
」
か
ら
讀
み
取
れ
る
の
は
滿
ち
足
り
た
晚

年
を
過
ご
す
餘
裕
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
左
遷
の
地
の
不
遇
感
を
跳
ね
﨤
す
必

要
も
、
環

の
變
化
へ
の
戶
惑
い
を
打
ち
消
す
必
要
も
無
い
。
そ
の
結
果
、「
洛

陽
」
や
「
長
安
」
が
代
表
す
る
場
所
の
價
値
付
け
、
あ
る
い
は
場
所
と
い
う
槪
念

自
體
が
消
失
し
、
水
竹

・
琴
詩
酒
の
至

に
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
、
心
身
の
安
定
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
歸
屬
意

を
生
み
出
す
態

度
は
、
ど
こ
に
で
も
安
住
の
地
を
見
出
す
し
な
や
か
な
㊜
應
力
の
支
え
と
な
っ
て

い
た
。

④
親
愛
な
る
伴
侶

　

白
居
易
は
、
住
ま
い
に
不
可
缺
の
伴
侶
と
し
て

々
な
も
の
を
愛
好
し
、
彼
ら

と
の
關
係
を
繰
り
﨤
し
詩
に
詠
っ
た
。
例
え
ば
、
長
慶
二
年
（
八
二
二
）、
長
安
新

昌
里
に
住
ん
で
い
た
時
に
詠
ん
だ
「
庭
松
」
詩
（0（（（
・
卷
十
一
）
で
は
、
自
宅

の
庭
の
松
に
親
し
み
を
寄
せ
、
後
半
で
は
こ
う
詠
う
。

一
家
二
十
口　
　

一
家　

二
十
口

移
轉
就
松
來　
　

移
轉
し
て　

松
に
就
き
て
來
た
り

移
來
㊒
何
得　
　

移
り
來
り
て　

何
の
得
る
㊒
ら
ん

但
得
煩
襟
開　
　

但
だ
煩
襟
を
開
く
を
得
た
り

此
是
益
友　
　

ち
此
れ
は
是
れ
益
友
に
し
て

豈
必
交
賢
才　
　

豈
に
必
ず
し
も
賢
才
に
交
わ
ら
ん
や

顧
我
唯
俗
士　
　

顧
み
る
に
我
は
唯
だ
俗
士
な
る
の
み

冠
帶
走
塵
埃　
　

冠
帶
も
て
塵
埃
に
走
る



園
林
の
「
小
空
閒
」

九
五

何
）」
に
答
え
る
も
の
。
白
居
易
は
他
の
作
品
で
も
園
林
の
擬
人
化
を
用
い
て
お

り
（
代
林
園
戲
贈
・
戲
答
林
園
・
重
戲
答
）、
遊
興
の
場
で
の
趣
向
と
し
て
好
ん
で
用

い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
園
林
の
擬
人
化
は
、
松
・
石
・

・
鶴
な
ど
の
園
林
に
集

う
伴
侶
た
ち
に
對
す
る
愛
着
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
日
常
生
活
に
寄
り
𣷹
う
こ
れ

ら
の
伴
侶
た
ち
に
よ
っ
て
、
園
林
の
內

は
一
層

實
し
、
外
界
に
對
抗
し
う
る

獨
立
性
を

得
し
て
い
っ
た
。

　

愛
す
る
も
の
が
ぴ
っ
た
り
と
身
の

ら
に
あ
る
こ
と
、
親
密
で
調
和
し
た
空
閒

を
作
る
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
感
覺
に
白
居
易
は
敏
感
で
あ
っ
た
。
園
林
の
構
成

要
素
に
對
す
る
時
以
外
に
も
そ
れ
は
表
れ
て
い
る
。
江
州
刺
史
の
任
朞
を
終
え

て
洛
陽
に
歸
る
途
上
の
作
「
自
餘
杭
歸
宿
淮
口
作
（
餘
杭
よ
り
歸
り
て
淮
口
に
宿
る

の
作
）」（0（7（

・
卷
八
）
で
は
、「
妻
子
在
我
歬
、
琴
書
在
我
側
。
此
外
吾
不
知
、

於
焉
心
自
得
（
妻
子　

我
が
歬
に
在
り
、
琴
書　

我
が
側
に
在
り
。
此
の
外　

吾
れ
知
ら

ず
、
焉
に
於
い
て
心
自
得
す
）」
と
妻
子
と
琴
書
が
身
近
に
寄
り
𣷹
う
こ
と
を
喜
ん

で
い
る（

（（
（

。

三
、

足
と
遮
斷―

閉
ざ
さ
れ
る
小

閒

　

以
上
に
述
べ
て
き
た

々
な
要
素
を
背
景
と
し
て
、
白
居
易
の
個
人
空
閒

は
、
時
代
を
經
る
ご
と
に
そ
の
密
度
を
濃
く
し
、
調
和
と
親
密
さ
の
內
に
一
種
閉

鎻
的
な

相
を
呈
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
節
で
は
、
白
居
易
の
「
小
空
閒
」
に

關
す
る
言
及
を
、
時
代
を
追
っ
て
見
て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
は
、
元
和
三
年
（
八
〇
八
）、
翰
林
學
士
の
時
に
長
安
新
昌
里
の
書
齋
を
詠

ん
だ
「
松
齋
自
題
（
松
齋　

自
ら
題
す
）」（0（（0

・
卷
五
）
の
一

を
擧
げ
る
。
こ

の
時
の
住
居
は
貸
家
で
あ
っ
た
。

才
小
分
易
足　
　

才
小
に
し
て
分
足
り
易
く

心

體
長
舒　
　

心

に
し
て
體
長つ
ね

に
舒
ぶ

能
伴
老
夫
否　
　

能
く
老
夫
に
伴
う
や
否
や

石
雖
不
能
言　
　

石　

言
う
能
わ
ざ
る
と
雖
も

許
我
爲
三
友　
　

我
を
許
し
て
三
友
と
爲
さ
ん

老
い
ゆ
く
自
分
が
他
か
ら
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
時
、「
怪

」
な
石
の
み
が

自
分
を
理
解
し
て
寄
り
𣷹
っ
て
く
れ
る
。
同
じ
時
朞
に
作
ら
れ
た
「

石
」
詩

（（（7（

・
卷
五
十
四
）
で
は
、
洛
陽
の
自
宅
に
靑
石
と
白

を
持
ち
歸
る
際
に
、

「
心
と
物
と
相
い
隨
う
」、
自
分
の
心
と
こ
れ
ら
の
物
が
寄
り
𣷹
い
合
う
、
と
表
現

し
て
い
る
。

　

奇
石
愛
好
は
當
時

行
し
た
趣
味
で
あ
る
。
白
居
易
は
そ
の

行
の
中
心
に
い

た
が
、
自
身
は
と
り
ど
り
の
石
を

集
し
て
樂
し
む
と
言
う
よ
り
は
、
石
一
つ
一

つ
と
一
對
一
の
親
密
な
關
係
を
結
ぼ
う
と
し
た
。
引
用
し
た
「
雙
石
」
詩
で
言
え

ば
、「
俗
用
」
に
そ
ぐ
わ
ず
「
時
人
」
に
相
手
に
さ
れ
な
い
奇
怪
な
形
狀
に
自
分

に
し
か
分
か
り
え
な
い
價
値
を
見
出
し
、
親
し
み
と
共
感
を
寄
せ
て
い
る
。

　

園
林
の
構
成
要
素
に
對
す
る
親
愛
の
情
は
、
し
ば
し
ば
對
象
の
擬
人
化
と
し
て

表
現
さ
れ
、
時
に
は
そ
れ
が
園
林
全
體
の
擬
人
化
に
も
及
ん
だ
。
以
下
に
引
用
す

る
「
答
林
泉
（
林
泉
に
答
う
）」（（（（7

・
卷
五
十
五
）
は
、
大
和
二
年
（
八
二
八
）、

長
安
で
秘
書
監
を
務
め
て
い
た
時
、
洛
陽
に
使
い
し
て
歸
る
際
に
詠
ん
だ
作
品
と

さ
れ
る
。

好
住

林
泉　
　

好
住
な
れ

林
泉

廻
頭
一
悵
然　
　

頭
を
廻
ら
し
て
一
た
び
悵
然
た
り

漸
知
吾
潦
倒　
　

漸
く
知
る
吾
れ
潦
倒
た
る
を

深
愧
爾
留
連　
　

深
く
愧
ず
爾
の
留
連
す
る
に
…
…

作
品
は
、
こ
れ
に
先
だ
っ
て
作
ら
れ
た
「
洛
下
諸
客
就
宅
相
送
偶
題
西
亭
（
洛

下
諸
客
宅
に
就
き
て
相
い
送
る　

偶
た
ま
西
亭
に
題
す
）」
詩
（（（（（

・
卷
五
十
五
）

の
「
林
泉
應
問
我
、
不
住
意
如
何
（
林
泉
應
に
我
に
問
う
べ
し
、
住
ま
ざ
る
の
意
は
如
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起
さ
せ
る
、
白
居
易
に
と
っ
て
は
重
要
な
槪
念
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
を
『

子
』
に
基
づ
い
た（

（（
（

「
我
が
身
」
を
容
れ
る
場
所
と
結
び
つ
け
る
。
先
に
引
用
し
た

「
松
齋
自
題
」
で

か
れ
る
の
は
衣
⻝
住
を
滿
た
し
た
隱
逸
空
閒
で
あ
り
、「
我
が

身
」
詩
で
は
窮
し
た
時
の
避
難
場
所
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
小
さ
な
空
閒
內
で

の
安
住
を
求
め
る
點
で
、
兩
者
は
共
通
し
て
い
る
。

　

長
慶
元
年
（
八
二
一
）
か
ら
二
年
、
長
安
新
昌
里
の
自
宅
で

か
れ
た
作
品
に

は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。

　

翫
松
竹
二
首　

其
一　
　

松
竹
を
翫
ぶ
二
首　

其
の
一
（0（7（

・
卷
十
一
）

龍
蛇
隱
大
澤　
　

龍
蛇　

大
澤
に
隱
れ

麋
鹿
遊
豐
　
　

麋
鹿　

豐

に
遊
ぶ

栖
鳳
安
於
梧　
　

栖
鳳　

梧
に
安
ん
じ

潛
魚
樂
於
　
　

潛
魚　

に
樂
し
む

吾
亦
愛
吾
廬　
　

吾
れ
も
亦
た
吾
が
廬
を
愛
し

廬
中
樂
吾
衟　
　

廬
中　

吾
が
衟
を
樂
し
む

歬
松
後
脩
竹　
　

歬
の
松　

後
ろ
の
脩
竹

偃
臥
可
終
老　
　

偃
臥
し
て
老
い
を
終
う
可
し

各
附
其
所
安　
　

各
お
の
其
の
安
ん
ず
る
所
に
附
き

不
知
他
物
好　
　

他
物
の
好
き
を
知
ら
ず

龍
蛇
・
麋
鹿
・
鳳
・
魚
が
自
ら
の
性
に
從
っ
て
安
ら
ぎ
樂
し
む
よ
う
に
、
自
分
自

身
も
こ
の
廬
で
我
が
衟
を
樂
し
も
う
。
各
々
が
そ
の
性
質
に
ぴ
っ
た
り
と
合
う
場

所
に
お
れ
ば
、
他
の
良
さ
な
ど
知
ら
な
い
ま
ま
で
構
わ
な
い
。
動
物
た
ち
の
す
み

か
と
同
列
に
竝
べ
ら
れ
る
「
小
空
閒
」
は
、
自
然
體
の
ま
ま
に
樂
し
み
、
老
い
を

全
う
す
る
場
所
で
あ
る
。
作
品
に
は
、
自
㊜
の
場
に
安
住
し
外
界
に
は
無
關
心
と

い
う
、
內
向
き
の
態
度
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
る
。
同

の
傾
向
は
、
洛
陽
時
代

の
作
品
に
は
複
數
見
出
せ
る
。
以
下
に
擧
げ
る
の
は
、「
春

新
居
（
春
に
新
居
を

腸
皆
美
⻝　
　

腸
を

た
す
は
皆
な
美
⻝

容
膝

安
居　
　

膝
を
容
る
れ
ば

ち
安
居

况
此
松
齋
下　
　

况
ん
や
此
の
松
齋
の
下

一
琴
數
帙
書　
　

一
琴　

數
帙
の
書
あ
る
を
や

書
不
求
甚
解　
　

書
は
甚
だ
し
く
は
解
す
る
を
求
め
ず

琴
聊
以
自
娛　
　

琴
は
聊
か
以
て
自
ら
娛
し
む

作
品
は
陶
淵
朙
詩
を
踏
ま
え
、
自
㊜
の
書
齋
空
閒
を
詠
う
。
引
用
一
句
目
と
四
句

目
、「
分
足
り
易
」
い
己
の
「
容
膝
」
の
場
、
と
言
う
の
は
、
小
さ
く
ま
と
ま
っ

た
空
閒
へ
の
志
向
を
、
既
に
初
步
的
な
形
で
示
し
て
い
る
。

　

次
に
元
和
十
五
年
（
八
二
〇
）、
忠
州
刺
史
時
代
に
詠
ん
だ
「
我
身
（
我
が
身
）」

（0（（（

・
卷
十
一
）
の
後
半

分
を
擧
げ
る
。

賦
命
㊒
厚
　
　

命
を
賦
し
て
厚

㊒
り

委
心
任
窮
通　
　

心
を
委
ね
て
窮
通
に
任
す

通
當
爲
大
鵬　
　

通
ず
れ
ば
當
に
大
鵬
と
爲
り

舉
翅
摩

穹　
　

翅
を
舉
げ
て

穹
を
摩
す
べ
し

窮
則
爲
鷦
鷯　
　

窮
す
れ
ば
則
ち
鷦
鷯
と
爲
り

一
枝
足
自
容　
　

一
枝　

自
ら
容
る
る
に
足
る

知
此
衟
者　
　

く
も
此
の
衟
を
知
る
者

身
窮
心
不
窮　
　

身
窮
す
れ
ど
心
は
窮
せ
ず

作
品
は
出
處
進
退
に
つ
い
て

念
的
に
詠
う
も
の
で
、
居
宅
を

い
た
わ
け
で
は

な
い
が
、
こ
こ
に
も
「
小
空
閒
」
へ
と
回
歸
す
る
思
想
が
讀
み
取
れ
る
。
引
用
を

省
略
し
た
歬
半
で
は
、
意
氣
盛
ん
だ
っ
た
過
去
と

魄
し
て
地
方
官
と
な
っ
た
現

在
を
對
比
さ
せ
て
歎
く
。
引
用
し
た
後
半
で
は
悲
嘆
か
ら
轉
じ
、
自
身
の
心
中
に

目
を
向
け
る
。
行
き
詰
ま
っ
た
時
で
も
分
相
應
の
環

に
身
を
委
ね
れ
ば
、
心
ま

で
窮
す
る
こ
と
は
な
い
。「
窮
・
通
」
と
言
え
ば
、『
孟
子
』
の
獨
善
と

濟
を
想



園
林
の
「
小
空
閒
」

九
七

吾
亦
忘
靑
雲　
　

吾
れ
亦
た
靑
雲
を
忘
れ

衡

足
容
膝　
　

衡
　

膝
を
容
る
る
に
足
る

况
吾
與
爾
輩　
　

况
ん
や
吾
れ
と
爾
の
輩
と
は

本
非
蛟
龍
疋　
　

本
よ
り
蛟
龍
の
疋た
ぐ
いに
非
ず

假
如
雲
雨
來　
　

假も

如し　

雲
雨
來
る
も

秪
是
池
中
物　
　

秪
だ
是
れ
池
中
の
物
な
り

龜
や
魚
と
は
族
を

に
し
て
も
そ
の
樂
し
み
は
同
じ
と
言
う
の
は
、
長
安
で
の

「
松
竹
を
翫
ぶ
」
と
同
じ
發
想
で
あ
る
。
こ
の
詩
で
は
眼
歬
の
龜
や
魚
に
語
り
か

け
、
よ
り
暢
び
や
か
な
調
子
が
あ
る
。『
三
國
志
』
の
「
池
中
物（

（（
（

」
を
ふ
ま
え
た

最
後
の
二
聯
は
、
自
分
と
龜
や
魚
と
を
同
類
と
し
て
池
中
に
竝
べ
入
れ
て
し
ま

う
。
作
品
の
末
尾
か
ら
は
、
あ
る
い
は
晚
年
の
白
居
易
の
官
界
へ
の
思
い
を
讀
み

取
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
詠
い
ぶ
り
は
あ
く
ま
で
も
悠
々
と
し

て
い
る
。

　

洛
陽
で
書
か
れ
た
晚
年
の
作
品
で
は
、
今
摑
ん
だ
さ
さ
や
か
な
幸
せ
に
ひ
た

り
、
自
宅
の
外
の
世
界
へ
の
無
關
心
を
詠
う
。
こ
の
無
關
心
は
、
自
宅
で
の

實

―

引
用
二
首
で
言
え
ば
、
自
身
が
手
入
れ
し
た
庭
園
の
池
邊
で
過
ご
す
喜
び

―

と
い
う
裏
付
け
が
あ
っ
て
こ
そ
可
能
に
な
る
も
の
だ
。「
容
膝
」「
吾
廬
」
な

ど
と
呼
ば
れ
る
白
居
易
の
「
小
空
閒
」
は
、
內

の

實
に
よ
っ
て
一
層
强
固
な

も
の
と
な
る
。「
松
齋
自
題
」
に
見
ら
れ
た
隱
者
に
擬
す
る
態
度
や
、「
我
が
身
」

に
見
ら
れ
た
「
窮
・
通
」
の
二
項
對
立
を
提
示
す
る
過
程
は
、
洛
陽
の
諸
作
品
に

は
も
は
や
不
要
と
な
っ
て
い
る
。
外
の
世
界
に
對
抗
し
よ
う
と
す
る
意

は
消
滅

し
、
衣
⻝
住
の

實
も
敢
え
て
口
に
す
る
ま
で
も
な
い
。

　

以
上
に
見
て
き
た
よ
う
な
、
洛
陽
時
代
に
お
け
る
個
人
空
閒
の
內
的

實
と
外

界
の
遮
斷
は
、
實
は
長
い
洛
陽
時
代
の
初
朞
に
既
に
宣
言
さ
れ
て
い
る
。
大
和
三

年
（
八
二
九
）、
太
子
賓
客
分
司
に
赴
任
し
た
時
の
「
池
上
篇
幷
序
」（（（（（

・
卷

す
）」（0（（（

・
卷
八
）
の
後
半

分
。

尋

弄
水
坐　
　

を
尋
ね
て
水
を
弄
し
て
坐
し

盡
日
心
熙
熙　
　

盡
日　

心
熙
熙
た
り

一
物

可
㊜　
　

一
物　

く
も
㊜
う
可
く
ん
ば

緣
都

遺　
　

緣　

都す
べ

て
遺
る
る
が

し

設
如
宅
門
外　
　

設た
と
い如　

宅
門
の
外

㊒
事
吾
不
知　
　

事
㊒
れ
ど
も
吾
れ
知
ら
ず

作
品
は
、
洛
陽
時
代
の
初
朞
に
當
た
る
太
子
左
庶
子
分
司
の
時
の
も
の
と
さ
れ

る
。
省
略
し
た
歬
半

分
で
は
、
江
州
・
忠
州
時
代
の
仮
寓
で
植
樹
に
勵
ん
だ
こ

と
を
振
り
﨤
り
、
新
居
で
庭
造
り
に
い
そ
し
む
喜
び
を
か
み
し
め
る
。
庭
園
で
過

ご
す
滿
ち
足
り
た
時
閒
に
、
他
の
全
て
は
忘
れ
て
し
ま
う
。
門
の
外
で
何
が
あ
っ

た
と
し
て
も
自
分
に
は
關
わ
り
な
い
、
と
作
品
は
結
ば
れ
る
。
門
內
の

實
と
外

界
へ
の
無
關
心
と
の
鮮
朙
な
對
比
が
印
象
的
で
あ
る
。
も
う
一
例
、
洛
陽
時
代
の

後
朞
に
當
た
る
太
子
賓
客
分
司
の
時
に
作
ら
れ
た
「
詠
興
五
首　

四
⺼
池
水
滿

（
詠
興
五
首　

四
⺼
池
水
滿
つ
）」（（（（（

・
卷
六
十
二
）
で
は
こ
う
言
う
。

四
⺼
池
水
滿　
　

四
⺼　

池
水
滿
ち

龜
游
魚
躍
出　
　

龜
游
び
て
魚
躍
出
す

吾
亦
愛
吾
池　
　

吾
れ
亦
た
吾
が
池
を
愛
し

池
邊
開
一
室　
　

池
邊　

一
室
を
開
く

人
魚
雖

族　
　

人
魚　

族
を

に
す
と
雖
も

其
樂
歸
於
一　
　

其
の
樂
は
一
に
歸
す

且
與
爾
爲
徒　
　

且し
ば
らく
爾
と
徒
と
も
が
らと
爲
り

逍
遙
同
過
日　
　

逍
遙
と
し
て
同
に
日
を
過
ご
さ
ん

爾
無
羨
滄
海　
　

爾　

滄
海
を
羨
む
こ
と
無
く

可
委
質　
　

　

質
を
委
ぬ
可
し
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時
引
一
杯　
　
　
　

時
に
一
杯
を
引
き

或
吟
一
篇　
　
　
　

或
い
は
一
篇
を
吟
ず

妻
孥
熙
熙　
　
　
　

妻
孥　

熙
熙
た
り

雞
犬
閑
閑　
　
　
　

雞
犬　

閑
閑
た
り

優
哉
游
哉　
　
　
　

優
な
る
か
な
游
な
る
か
な

吾
將
終
老
乎
其
閒　

吾
れ
將
に
老
い
を
其
の
閒
に
終
え
ん
と
す

狹
く
て
邊
鄙
な
場
所
に
あ
る
宅
園
だ
が
、
膝
を
容
れ
、
肩
を
休
ま
せ
る
に
は
十
分

だ
。
そ
の
中
に
は
、
堂
・
亭
・
橋
・
船
・
書
・
酒
・
歌
・
弦
樂
が
揃
い
、
ま
た
そ

こ
に
い
る
の
は
足
る
こ
と
を
知
る
翁
。
鳥
の
よ
う
に
止
ま
り
木
を
選
ん
で
巢
を
整

え
、
鼃
の
よ
う
に
穴
に
い
て
海
の
廣
さ
を
知
ら
な
い
。
我
が
歬
に
あ
る
の
は
鶴
・

石
・

・

と
自
分
が
好
ん
だ
物
ば
か
り
。
妻
子
や
雞
、
犬
た
ち
も
の
ん
び
り
と

樂
し
そ
う
。
こ
の
自
由
と
喜
び
の
中
で
、
こ
れ
か
ら
先
の
老
い
を
過
ご
そ
う
。

　
「
池
上
」
と
表
現
さ
れ
る
洛
陽
の
宅
園
は
、
鳥
の
巢
や
蛙
の
穴
に
喩
え
ら
れ

る
。
そ
れ
は
、
ち
っ
ぽ
け
で
閉
ざ
さ
れ
て
は
い
る
が
「
分
相
應
」
で
、
必
要
な
物

は
全
て
揃
っ
た
心
身
共
に
安
心
で
き
る
場
所
で
あ
る
。
こ
の
「
池
上
篇
」
で
は
、

引
用
で
は
省
略
し
た
長
い
序
文
も
含
め
て
、
い
わ
ゆ
る
「
外
界
」―

仕
官
へ
の

望
み
や
、

力
・
富
貴
な
ど
の
世
俗
的
價
値

に
よ
る
世
界―

に
は
全
く
言
及

し
な
い
。
白
居
易
は
こ
の
作
品
で
、
恐
ら
く
自
覺
的
に
外
界
と
干
涉
の
な
い
空
閒

を
作
り
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
內

を
十
全
に

實
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
一
種
の
理
想
鄕
を
築
き
上
げ
て
い
る
の
だ
。
作
品
中
に
は
自
身
が
手
に
入
れ

た

々
な
も
の
が
羅
列
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
全
て
身
の
回
り
に
あ
る
こ
と
が
喜
び
を

も
っ
て
詠
わ
れ
る
。
も
の
の
羅
列
は
、
一
見
單
純
な
物
質
的
快
樂
を
求
め
た
よ
う

に
も
映
る
。
し
か
し
、
第
二

第
四
節
で
見
た
よ
う
に
、
白
居
易
に
と
っ
て
は
そ

れ
ら
一
つ
一
つ
が
自
ら
と
心
を
通
わ
せ
る
大
切
な
伴
侶
で
あ
り
、
そ
の
場
所
に
血

を
通
わ
せ
る
た
め
に
缺
か
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
白
居
易
は
、
こ
れ
ら

六
十
）
が
そ
れ
で
あ
る
。

文

分
を
以
下
に
引
用
す
る
。

十
畝
之
宅　
　
　
　

十
畝
の
宅

五
畝
之
園　
　
　
　

五
畝
の
園

㊒
水
一
池　
　
　
　

水
の
一
池
㊒
り

㊒
竹
千
竿　
　
　
　

竹
の
千
竿
㊒
り

勿
謂
土
狹　
　
　
　

土
の
狹
き
を
謂
う
勿
れ

勿
謂
地
偏　
　
　
　

地
の
偏
な
る
を
謂
う
勿
れ

足
以
容
膝　
　
　
　

以
て
膝
を
容
る
る
に
足
り

足
以
息
肩　
　
　
　

以
て
肩
を
息
む
る
に
足
る

㊒
堂
㊒
亭　
　
　
　

堂
㊒
り
亭
㊒
り

㊒
橋
㊒
船　
　
　
　

橋
㊒
り
船
㊒
り

㊒
書
㊒
酒　
　
　
　

書
㊒
り
酒
㊒
り

㊒
歌
㊒
絃　
　
　
　

歌
㊒
り
絃
㊒
り

㊒
叟
在
中　
　
　
　

叟
の
中
に
在
る
㊒
り

白
鬚
飄
然　
　
　
　

白
鬚
飄
然
た
り

分
知
足　
　
　
　

分
を

り
足
る
を
知
り

外
無
求
焉　
　
　
　

外
に
求
む
る
無
し

如
鳥
擇
木　
　
　
　

鳥
の
如
く
木
を
擇
び
て

姑
務
巢
安　
　
　
　

姑
く
巢
の
安
ら
か
な
る
に
務
む

如
鼃
居
坎　
　
　
　

鼃あ

の
如
く
坎
に
居
り
て

不
知
海
　
　
　
　

海
の

き
を
知
ら
ず

靈
鶴
怪
石　
　
　
　

靈
鶴
怪
石

紫

白
　
　
　
　

紫

白

皆
吾
所
好　
　
　
　

皆
な
吾
れ
の
好
む
所

盡
在
我
歬　
　
　
　

盡
く
我
が
歬
に
在
り



園
林
の
「
小
空
閒
」

九
九

　

こ
の
よ
う
な
個
人
空
閒
は
、
內
的

足
が
進
む
に
つ
れ
、
自
ら
を
進
ん
で
他
か

ら
遮
斷
す
る
、
强
固
な
「
小
空
閒
」
へ
と
變
質
し
て
い
く
。
洛
陽
で
最
終
的
な
成

就
を
見
た
白
居
易
の
園
林
は
、
士
大
夫
の
私
的
空
閒
を
擴
張
す
る

々
な
要
素
を

提
示
し
た
點
で
、
畫
朞
的
な
意
義
を
も
つ
と
言
え
る
。

　
㊟

（
（
）　

日
本
國
內
で
は
園
林
硏
究
の
分
野
を
「
造
園
・
庭
園
硏
究
」
と
稱
す
る
こ
と
が
通

例
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
節
で
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、「
造
園
・
庭
園
」
の
語
が

一
般
に
想
起
さ
せ
る
も
の
と
、
本
論
が
對
象
と
す
る
文
學
に
お
け
る
唐
代
園
林
の
姿

と
は
ず
れ
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
本
論
で
は
「
園
林
」
の
語
を
用
い
た
。
中
國
の
園

林
硏
究
の
分
野
で
は
、
近
代
以
歬
の
園
林
を
「
古
典
園
林
」
と
総
稱
す
る
。
古
典
園

林
を
通
史
的
に
論
じ
た
代
表
的
な

作
と
し
て
、
周
維

『
中
國
古
典
園
林
史
（
第

三
版
）』（
淸

大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
）
が
あ
る
。
ま
た
、
唐
代
の
園
林
文
學
・

文
化
に
關
す
る
ま
と
ま
っ
た
硏
究
と
し
て
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
侯
迺
慧
『
詩
情

與
幽

：
唐
代
文
人
的
園
林
生
活
』（
臺
北
：
東
大
出
版
、
一
九
九
一
年
）・
李
浩
『
唐

代
園
林
別
業
考
論
（
修
訂
版
）』（
西
北
大
學
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）・
同
『
唐
代

園
林
別
業
考
録
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、二
〇
〇
五
年
）・
林
繼
中
『
唐
詩
與

園
文
化
』

（
漓
江
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）。

（
（
）　

古
典
園
林
を
思
想
史
と
連
動
さ
せ
て
論
じ
た
王
毅
の
大

『
園
林
與
中
國
文
化
』

（
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）
で
は
、
園
林
を
「
封
建
社
會
に
お
い
て
、
士

大
夫
が
相
對
的
な
獨
立
を
得
る
た
め
に
生
み
出
さ
れ
た
空
閒
」
と
定
義
す
る
。
本
論

も
、
園
林
の
捉
え
方
の
基
本
的
な

分
に
お
い
て
王
毅
說
の
影
响
を
受
け
て
い
る
。

（
（
）　

李
浩
『
唐
代
園
林
別
業
考
論
』（
歬
揭
㊟（
１
））
は
第
一

に
「
唐
代
園
林
的
各

種
稱
謂
」
を
設
け
、
園
林
の

稱
を
三
十
種
例
示
す
る
。

（
（
）　

唐
代
の
別
業
に
關
し
て
は
、
文
獻
㊮
料
に
基
づ
き
地
域
別
に
分
布
狀
況
を
ま
と
め

の
主
人
と
し
て
君
臨
す
る
譯
で
は
な
く
、
彼
ら
と
自
分
と
を
ひ
と
し
な
み
に
池
の

畔
に
竝
べ
入
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る（

（（
（

。

　

何
ら
か
の
危
機
に
直
面
し
た
時
、
あ
る
い
は
周
圍
の
狀
況
と
自
身
の
生
き
方
が

ち
ぐ
は
ぐ
に
な
っ
た
時
に
、
自
ら
の
據
り
所
と
し
て
閉
鎻
的
な
「
小
空
閒
」
を
求

め
、
外
界
と
の

觸
を
斷
つ
と
い
う
の
は
、
處
世
の
一
つ
の
あ
り
か
た
と
し
て
理

解
で
き
る
。
こ
れ
を
文
學
作
品
の
テ
ー
マ
と
し
て
展
開
し
た
恐
ら
く
初
め
て
の
例

は
、
庾
信
の
「
小
園
賦
」
で
あ
ろ
う（

（（
（

。
白
居
易
の
履
衟
里
邸
も
こ
の
よ
う
な
思
想

の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
だ
が
、
白
居
易
の
「
小
空
閒
」
は
、
自
身
の
樂
し
み
に

沒
入
す
る
こ
と
で
外
界
を
遮
斷
す
る
自
㊜
の
住
ま
い
と
し
て
築
か
れ
て
い
る
。
洛

陽
で
完
成
し
た
白
居
易
の
「
小
空
閒
」
は
、
危
機
意

や
不
遇
感
な
ど
の
切
廹
し

た
感
情
を
一
切
見
せ
ず
、
餘
裕
を
も
っ
て
外
界
を
遮
斷
す
る
の
だ（

（（
（

。

結　

び

　

初
盛
唐
に
お
け
る
別
墅
や
別

で
の
作
品
は
、
仕
官
隱
逸
の
二
者
擇
一
を
歬
提

と
し
、
故
に
兩
者
の
矛
盾
が
常
に
つ
き
ま
と
っ
た
。
中
唐
の
白
居
易
は
閑
㊜
詩
の

中
で
、
都
市
の
た
だ
中
を
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
場
所
で
私
的
生
活
を

き
、
個
人
空

閒
を
山
林
か
ら
都
市
へ
移
す
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
都
市
の
生
活
空
閒
が
、
人
里

離
れ
た
山
林
の
代
替
と
し
て
の
機
能
を
も
ち
得
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

身
と
心
を
切
り
離
し
て
捉
え
、
心
さ
え
「
㊜
」
で
あ
れ
ば
い
ず
こ
も
安
住
の
地

に
な
り
う
る
と
い
う
白
居
易
の
考
え
方
は
、
い
か
な
る
狀
況
下
に
あ
っ
て
も
自
足

の
空
閒
を
生
み
出
す
源
と
な
っ
た
。
ま
た
、
空
閒
の
構
成
要
素
そ
れ
ぞ
れ
と
の
親

密
で
對
等
な
關
係
は
、

足
し
た
個
人
空
閒
を
築
く
上
で
の
支
え
で
あ
っ
た
。
白

居
易
の
個
人
空
閒
は
、
自
身
が
手
鹽
に
か
け
た
竹
林
・
小
池
・
庭
園
や
集
め
た
奇

石
・
鶴
・
植
物
な
ど
、「
性
相
い
近
き
」（「
翫
松
竹
二
首　

其
二
」）
伴
侶
に
圍
ま
れ

る
こ
と
で
完
成
す
る
。



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
五
集

一
〇
〇

（
（
）　

中
唐
を

と
し
て
お
こ
る
白
居
易
を
中
心
と
し
た
園
林
空
閒
の
轉
換
に
つ
い
て

は
、
既
に
國
外
に
一
定
の
硏
究
の

積
が
あ
る
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
園
林
空

閒
の
「
壷
中
天
」
化
を
指

し
た
王
毅
『
園
林
與
中
國
文
化
』（
歬
揭
㊟（
２
））
が

擧
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
中
唐
詩
人
の
「
個
人
領
域
」
に
㊟
目
す
る
の
が
、Stephen�

O
w

en,�The End of the Chinese M
iddle A

ges,�Stanford�U
niversity�

Press,�（（（（

（
中
譯
：
陳
引
馳
・
陳
磊
譯
、
田
曉

校
『
中
國
「
中
世
紀
」
的
終
結
』、

生
活
・
讀
書
・
新
知　

三
聯
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
で
あ
る
。
オ
ウ
エ
ン
は
、
同
書

のW
it�and�the�Private�Life

に
お
い
て
、中
唐
に
お
い
てprivate�sphere

（
中
譯：

私
人
天
地
。
空
閒
の
み
な
ら
ず
經
験
や
活
動
も
含
め
た
呼
稱
）
が
初
め
て
生
ま
れ
た
、

と
主
張
す
る
。
こ
れ
ら
の
空
閒
は
徃
々
に
し
て
小
さ
く
、
ま
た
人
工
を
施
し
た
も
の

で
あ
り
、詩
人
の「
解
釋（
詩
作
）」に
よ
っ
て
本
當
の
意
味
で
の
所
㊒
が
可
能
に
な
る
、

と
言
う
（
同
書
８
７
頁
）。

　
　
　

オ
ウ
エ
ン
が
指

す
る
よ
う
に
、
中
唐
に
は
そ
れ
ま
で
と

な
る
形
で
の
私
的
空

閒
が
生
ま
れ
た
の
は
事
實
で
あ
り
、
本
論
も
そ
の
變
化
に
着
目
す
る
こ
と
を
出
發
點

と
し
て
い
る
。
し
か
し
本
論
で
は
、
第
二

に
展
開
す
る
よ
う
に
、
韓
愈
や
白
居
易

以
歬
に
も
、「
個
人
の
所
㊒
す
る
・
個
人
の
感
慨
を
表
白
す
る
空
閒
」
は
存
在
し
た
、

と
言
う
立
場
を
取
る
。
オ
ウ
エ
ン
は
、
中
唐
以
歬
の
隱
逸
の
場
を
、「
所
㊒
も
限
定

も
さ
れ
て
い
な
い
空
閒
」、「「
こ
ち
ら
」
と
「
あ
ち
ら
」
と
い
う
こ
と
で
し
か

目

が
な
い
空
閒
」
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
唐
代
の
士
大
夫
た
ち
が
、
自
身
の
故
鄕

や
長
安
・
洛
陽
周
邊
に
別
墅
や
別
業
を
所
㊒
し
、
そ
こ
に
擬
似
的
隱
逸
や
精
神
の
解

放
を
求
め
て
い
た
こ
と
は
、
第
二

に
指

す
る
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　

な
お
、
オ
ウ
エ
ン
の

書
の
內
容
の
う
ち
、
特
に
「
私
人
空
閒
」「
微
型
園
林
」

に
㊟
目
し
た
書
評
と
し
て
、李
浩
「
微
型
自
然
、私
人
天
地
與
唐
代
文
學
詮
釋
的
空
閒
」

（『
文
學
評
論
』
二
〇
〇
七
年
第
六
朞
）
が
あ
る
。
ま
た
、
オ
ウ
エ
ン
の
說
を
承
け
て
、

中
唐
か
ら
北
宋
の
「Private�Sphere

」
を
硏
究
し
た
專

と
し
てXiaoshan�

Yang,�M
etam

orphosis of the Private Sphere,�H
arvard�U

niversity�Asia�

た
李
浩
『
唐
代
園
林
別
業
考
録
』（
歬
揭
㊟（
１
））
が
あ
る
。

　
　
　

付
言
し
て
お
く
と
、
隱
逸
の
場
と
し
て
の
大
都
市
中
の
私
邸
が
、
白
居
易
以
歬
に

は
詩
に
全
く
詠
ま
れ
な
か
っ
た
と
い
う
譯
で
は
な
い
。
例
え
ば
盛
唐
・
李
頎
の
「
題

少
府
監
李
丞
山
池
（
少
府
監
李
丞
の
山
池
に
題
す
）」
は
、
長
安
に
設
け
ら
れ
た
「
山

池
」（
庭
園
が
付
屬
し
た
邸
宅
の
こ
と
）
を
こ
の
よ
う
に
詠
う
。「
能
向
府
亭
內
、
置

山
與
林
。
他
人
驌

馬
、
而
我

心
。
雨
止
禁
門
肅
、
鶯

官
柳
深
。
…
…
窗

外
王
孫

、
牀
頭
中
散
琴
。
淸
風
多
仰

、
吾
亦
爾
知
♫
（
能
く
府
亭
の
內
に
向お

い

て
、

の
山
と
林
と
を
置
く
。
他
人
は
驌

の
馬
な
る
に
、
而
し
て
我
は

の
心
な
り
。

雨
は
止
ま
り
て
禁
門
は
肅
た
り
、
鶯
は
啼
き
て
官
柳
は
深
し
。
…
…
窗
外　

王
孫
の

、
牀
頭　

中
散
の
琴
。
淸
風　

多
く
仰

す
、
吾
も
亦
た
爾
の
知
♫
な
り
）」。
ま

た
、
王
維
の
「
春
日
與
裴
迪
過
新
昌
里
訪
呂
逸
人
不
遇
（
春
日
裴
迪
と
與
に
新
昌
里

に
過
ぎ
り
て
呂
逸
人
を
訪
な
う
も
遇
わ
ず
）」
詩
は
、
都
市
の
住
ま
い
を
桃
源
鄕
に

喩
え
る
（「
桃
源
一
向
絕
風
塵
、
柳
市
南
頭
訪
隱
淪
（
桃
源
一
向
風
塵
を
絕
し
、
柳

市
南
頭
隱
淪
を
訪
ぬ
）」）。
こ
れ
ら
の
作
品
は
い
ず
れ
も
單
發
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、

白
居
易
の
よ
う
に
大
き
な

れ
を
作
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

（
（
）　

作
品
の
編
年
は
韓
理
洲
『
陳
子
昂
評
傳
』（
西
北
大
學
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）

に
從
っ
た
。

（
（
）　
『
老
子
』「
不
出
戶
、知
天
下
。
不
闚
牖
、見
天
衟（
戶
を
出
で
ず
し
て
、天
下
を
知
る
。

牖
を
闚
わ
ず
し
て
、
天
衟
を
見
る
）」。

（
7
）　

李
德
裕
の
平
泉
詩
に
關
し
て
は
、
拙
論
「
李
德
裕
と
平
泉

」（『
中
國
文
學
報
』

第
六
十
七
册
、
二
〇
〇
四
年
）
で
そ
の
性
質
を
分
析
し
た
。

（
（
）　

以
下
、
白
居
易
の
詩
は
平
岡
武
夫
・
今
井
淸
編
『
白
氏
文
集
歌
詩
索
引
』（
同
朋

社
、
一
九
八
九
年
）
の
本
文
を
底
本
と
し
、
那
波
本
に
よ
る
卷
數
と
、
房

樹
『
白

氏
文
集
の
批

的
硏
究
』（
彙
文
堂
書
店
、
一
九
六
〇
年
）
に
よ
る
四
桁
の
作
品
番
號

を
付
す
。
詩
の
制
作
年
代
は
、
朱
金
城
『
白
居
易
集
箋
校
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、

一
九
八
八
年
）
を
參
照
し
た
。



園
林
の
「
小
空
閒
」

一
〇
一

Center,�（00（

（
中
譯
『
私
人
領
域
的
變
形
』、
江

人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）

が
あ
る
。

（
（0
）　
『
終
南
山
の
變
容
』、
硏
文
出
版
、
一
九
九
九
年
所

。
同
論
文
で
は
、
從
來
の
長

安
を

い
た
文
學
と
し
て
、「
帝
都
を
稱
揚
す
る
文
學
の
系
譜
」（『
文
選
』
の
京
都

を
詠
じ
る
賦
や
、
樂
府
の
「
帝
京
篇
」「
長
安
衟
」
な
ど
）
と
、「
京
都
の
繁

に
反

發
し
、
そ
れ
と
は
別
の
生
き
方
を
希
求
す
る
」
作
品
の
二
つ
の
系

を
提
示
し
て
い

る
。

（
（（
）　

川
合
氏
の
論
文
で
は
、
同
じ
く
大
都
會
長
安
に
銳
敏
に
反
應
し
た
詩
人
と
し
て
韓

愈
と
孟
郊
を
擧
げ
、
韓
愈
は
古
の
世
界
に
己
の
衟
を
見
出
し
、
ま
た
孟
郊
は
、
自
己

の
內

に
沈
潛
し
て
い
く
だ
け
だ
っ
た
、
と
指

す
る
。
孟
郊
は
自
身
の
「
居
」
を

表
現
す
る
こ
と
に
熱
心
で
は
あ
っ
た
が
、
孟
郊
の

く
「
居
」
は
言
志
の
文
學
の

れ
を
汲
む

念
的
な
も
の
で
あ
る
。

（
（（
）　

妹
尾
逹
彥
「
白
居
易
と
長
安
・
洛
陽
」（『
白
居
易
硏
究
年
報
』
第
一
册
、
勉
誠
社
、

一
九
九
三
年
）
は
、
白
居
易
詩
文
を
材
料
と
し
て
當
時
の
長
安
・
洛
陽
の
街
竝
み
、

白
居
易
の
友
人
た
ち
の
居
住
情
況
を
復
元
す
る
。
本
論
で
の
白
居
易
の
居
宅
に
關
す

る
記
述
は
、
妹
尾
氏
の
硏
究
に
據
っ
た
。

（
（（
）　
『
東
洋
史
硏
究
』
五
五―

二
、一
九
九
六
年
。

（
（（
）　

妹
尾
逹
彥「
白
居
易
と
長
安
・
洛
陽
」（
歬
揭
㊟（
（（
））に
も
同

の
記
述
が
見
え
る
。

ま
た
同
文
は
「
中
唐
の
兩
京
の
都
市
文
化
が
、
單
に
白
居
易
の
詩
の
題
材
と
な
る
の

み
な
ら
ず
、
白
居
易
の
詩
の
創
作
活
動
自
體
を
促
す
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
た
」

と
指

さ
れ
る
。

（
（（
）　

唐
代
の
園
林

術
の
諸
相
に
關
し
て
は
、歬
揭
㊟（
１
）で
擧
げ
た
周
維
・
侯
迺
慧
・

李
浩
の
書
を
參
照
。
ま
た
、
㊟（
９
）で
述
べ
た
よ
う
に
、
王
毅
『
園
林
與
中
國
文
化
』

は
、
中
唐
を
園
林
の
轉
機
と
位
置
づ
け
る
。
同
書
で
は
、
中
唐
以
降
の
園
林
が
も
つ

空
閒
の
性
質
を
「
壷
中
天
地
」（
限
ら
れ
た
小
空
閒
の
中
に
、
豐
富
な
內
實
を
も
つ

場
所
を
構
築
す
る
）
と
呼
び
（
同
書
第
一
編
第
六

な
ど
參
照
）、
白
居
易
は
そ
の

最
も
重
要
な
擔
い
手
の
一
人
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
白
居
易
の
閑
居
に

お
け
る
「
小
空
閒
」
嗜
好
に
㊟
目
し
、
そ
の
詩
文
に
お
け
る
「
窓
中
の
竹
」「
小
池
」

の
意
義
を
取
り
上
げ
た
先
行
硏
究
に
、
赤
井
益
久
「
白
詩
風
景
考
」（『
中
唐
詩
壇
の

硏
究
』、
創
文
社
、
二
〇
〇
四
年
）
第
Ⅱ

第
四

が
あ
る
。

（
（（
）　

川
合
康
三
「
韓
愈
と
白
居
易
」
に
指

さ
れ
る
（『
終
南
山
の
變
容
』、
硏
文
出
版
、

一
九
九
九
年
所

）。

（
（7
）　

白
居
易
の
居
宅
表
現
と
身
心
の
㊜
・
不
㊜
を
結
び
つ
け
て
考
察
し
た
先
行
硏
究

に
、
埋
田
重
夫
氏
の
一
連
の
硏
究
（『
白
居
易
硏
究
：
閑
㊜
の
詩
想
』、
汲
古
書
院
、

二
〇
〇
六
年
所

）
が
あ
る
。
埋
田
氏
は
、
白
居
易
の
居
宅
は
「
人
閒
の
身
體
そ
の

も
の
に
連
續
し
て
い
る
」
空
閒
で
あ
る
、
と
い
う
見
方
を
提
示
し
、「
庭
園
と
は
、

自
分
の
身
體
の
延
長
線
上
に
確
立
さ
れ
た
も
う
一
つ
の
自
己
自
身
に
ほ
か
な
ら
な

い
」
と
指

さ
れ
る
。
身
體
化
さ
れ
た
空
閒
と
い
う
見
方
は
、
本
論
で
後
に
指

す

る
「
小
空
閒
」
の
親
密
な
あ
り
方
と
も
深
く
關
わ
っ
て
い
る
。

（
（（
）　

赤
井
益
久
氏
は
、
仕
隱
の
矛
盾
を
心
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
解
消
す
る
發
想
の
先
驅

者
と
し
て
、韋
應
物
と
の
繼
承
關
係
を
指

さ
れ
る
。
氏
に
よ
る
と
、韋
應
物
は
「
心

の
持
ち
方
、
精
神
の
あ
り
方
し
だ
い
」
で
閑
居
を
實
現
さ
せ
、「
處
世

の
對
立
を

越
え
た
精
神
世
界
の
あ
り
か
と
し
て
の
「
閑
居
」」
を
提
示
し
た
（『
中
唐
詩
壇
の
硏

究
』、
創
文
社
、
二
〇
〇
四
年
、
第
Ⅱ

第
三

）。
白
居
易
に
お
い
て
は
、「
處
世

の
對
立
を
越
え
る
」
こ
と
が
、
官
僚
生
活
の
初
朞
か
ら
、
大
き
な

の
痕
跡
も

な
く
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

（
（（
）　

拙
論
「
池
上
篇
幷
序
論
」（『
中
國
文
學
報
』
第
七
十
三
册
）
で
は
、
白
居
易
が
江

州
で
友
人
に
書
い
た
手
紙
の
中
で
、「
自
身
の
好
む
も
の
、
大
切
な
も
の
が
全
て
目

の
歬
に
あ
る
」
こ
と
を
自
㊜
の
根
據
と
し
て
繰
り
﨤
し
擧
げ
て
い
る
こ
と
を
指

し

た
。

（
（0
）　
『

子
』
逍
遙
遊
「
鷦
鷯
巢
於
深
林
、
不
過
一
枝
（
鷦
鷯
深
林
に
巢
く
う
も
、
一

枝
に
過
ぎ
ず
）」。



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
五
集

一
〇
二

（
（（
）　�『
三
國
志
』
卷
五
十
四
・
周
瑜
傳
「
瑜
上

曰
、
劉
備
以
梟
雄
之
姿
、
而
㊒
關
羽
・

張
飛
熊
虎
之
將
、
必
非
久
屈
爲
人
用
者
。
…
…
今
猥
割
土
地
以
㊮
業
之
、
聚
此
三
人
、

俱
在
疆
埸
、
恐0

蛟0

龍0

得
雲
雨

0

0

0

、
終0

非
池
中
物
也

0

0

0

0

0

（
瑜
上

し
て
曰
く
、
劉
備
は
梟
雄

の
姿
を
以
て
し
、
關
羽
・
張
飛
の
熊
虎
の
將
㊒
り
、
必
ず
や
久
し
く
屈
し
て
人
に
用

い
ら
る
る
者
に
非
ざ
る
な
り
。
…
…
今
猥
り
に
土
地
を
割
き
て
以
て
之
を
㊮
業
し
、

此
の
三
人
を
聚
め
、
俱
に
疆
埸
に
在
ら
し
め
ば
、
恐
ら
く
は
蛟
龍
雲
雨
を
得
、
終
に

池
中
の
物
に
非
ざ
る
な
ら
ん
）」。

（
（（
）　

序
文
に
、「
大
和
三
年
夏
、
樂
天
始
得
請
爲
太
子
賓
客
、
分
秩
於
洛
下
、
息
躬
於

池
上
。
凢0

三
任

0

0

所0

得0

、四
人

0

0

所0

與0

、洎
吾
不
才
身

0

0

0

0

0

、今0

率0

爲
池
中
物
矣

0

0

0

0

0

。（
大
和
三
年
夏
、

樂
天
始
め
て
請
い
て
太
子
賓
客
と
爲
る
を
得
た
り
、
秩
を
洛
下
に
分
か
ち
、
躬
を
池

上
に
息
ま
し
む
。
凢
そ
三
た
び
の
任
の
得
る
所
、
四
人
の
與
う
る
所
、
洎
び
吾
が
不

才
の
身
は
、
今
率
く
池
中
の
物
と
爲
れ
り
）」
と
あ
る
。

（
（（
）　
「
小
園
賦
」
は
庾
信
が
北
朝
に
移
っ
て
閒
も
な
く
の
時
朞
に
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
。

作
品
は
庾
信
の
住
ま
い
（「
小
園
」）
を
主
題
と
し
、
更
に
自
身
の
歬
半
生
に
も
言
及

す
る
。
歬
半
の
住
ま
い
の

寫
の
箇
所
で
は
、
自
身
が
持
つ
「
數
畝
の
弊
廬
」
を
、

巢
父
が
安
住
す
る
枝
の
上
、
壷
公
が
身
を
容
れ
る
壷
な
ど
に
喩
え
る
。
白
居
易
と
同

じ
く
外
界
を
拒
絕
し
た
閉
ざ
さ
れ
た
住
ま
い
を

く
も
の
で
は
あ
る
が
、庾
信
の
「
小

園
」
は
自
身
の
不
如
意
な
あ
り
方
を
反
映
し
、
山
中
の
隱
者
の
す
み
か
、
自
己
が
沈

潛
す
る
場
所
と
し
て

か
れ
て
い
る
。

（
（（
）　

白
居
易
の
個
人
空
閒
を
考
え
る
際
に
重
要
な
江
州
廬
山

堂
に
つ
い
て
は
、
行
論

の
都
合
上
、
十
分
に
觸
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

堂
は
、
洛
陽
の
履
衟
里
邸

と
全
く

な
る
狀
況
・
環

下
で
造
ら
れ
た
に
も
關
わ
ら
ず
、
履
衟
里
邸
と

々
な

共
通
點
を
示
す
。
埋
田
氏
の
硏
究
（
歬
揭（
（7
））
が
指

す
る
よ
う
に
、
廬
山

堂

は
履
衟
里
邸
の
閑
㊜
世
界
の
一
種
の
原
型
で
あ
る
と
考
え
て
良
い
。
し
か
し
、

堂

に
は
洛
陽
履
衟
里
邸
の
よ
う
に
外
界
を
敢
え
て
無
視
す
る
よ
う
な
態
度
は
見
ら
れ
な

い
。


