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小
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一
五

は
じ
め
に

陶
淵
朙
に
は
一
編
に
三
首
以
上
の
作
品
を
含
む
連
作
詩
が
八
編
あ
る
。
そ
の
中

に
は
「
形
影
神
」
の
よ
う
に
、
連
作
を
構
成
す
る
各
作
品
が
詩
的
表
出
と
し
て
構

造
化
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
緊
密
な
關
係
を
も
っ
て
展
開
し
、
表
現
者
の
意
圖
、
思
索

と
敍
情
の
形
を
朙
ら
か
に
窺
う
こ
と
の
で
き
る
も
の
が
あ
る
。
一
方
で
「
飮
酒
二

十
首
」「
擬
古
九
首
」「
詠
貧
士
七
首
」
等
の
よ
う
に
、
各
作
品
閒
の
關
係
、
全
體

構
造
が
必
ず
し
も
朙
確
で
は
な
い
連
作
詩
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
う
ち
、
例

え
ば
「
詠
貧
士
七
首
」
は
、
作
品
相
互
の
緊
密
な
關
係
と
全
體
の
構
造
と
を
㊒
す

る
連
作
詩
と
し
て
讀
む
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
詠
貧
士
七
首
」
は
、
其
一
に
お
い
て
貧
士
の
飢
寒
と
孤
獨
を
受
け
入
れ
る
決

意
を
示
し
、
其
二
で
は
貧
士
と
し
て
の
日
々
の
中
で
生
じ
た
心
の
搖
ら
ぎ
を
語
り
、

其
三
以
下
に
お
い
て
語
り
手
の
疑
問
に
應
じ
て
登
場
す
る
貧
士
た
ち
に
よ
っ
て
、

衟
義
、
貧
賤
と
飢
寒
、
孤
獨
の
問
題
が
解
決
さ
れ
、
其
七
で
固
窮
の
節
が
確
認
さ

れ
て
い
る
。
各
作
品
が
緊
密
に
關
係
し
な
が
ら
展
開
し
、
構
造
化
さ
れ
た
も
の
と

し
て
解
釋
で
き
る
の
で
あ
る（

１
）。
思
索
が
イ
メ
ー
ジ
を
生
起
し
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が

思
索
を
促
し
、
ま
た
新
た
な
イ
メ
ー
ジ
が
喚
起
さ
れ
る
と
い
う
思
索
と
敍
情
の
あ

り
方
が
、
連
作
と
し
て
の
表
現
を
可
能
に
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
作
品
閒
の
緊
密
な
關
係
の
存
在
と
全
體
の
構
造
の
可
能
性
と
を
、
陶

淵
朙
の
代
表
作
で
あ
る
連
作
詩
「
飮
酒
二
十
首
」
に
窺
う
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
の
序
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

余
閑
居
寡
歡
、

比
夜
已
長
。
偶
㊒
名
酒
、
無
夕
不
飮
。
顧
影
獨
盡
、
忽
焉

復
醉
。
既
醉
之
後
、
輒
題
數
句
自
娛
。
紙
墨
遂
多
、
辭
無
詮
次
。
聊
命
故
人
書

之
、
以
爲
歡
笑
爾
。

　

余
閑
居
し
て
歡
び
寡
な
く
、
ね
て
比
こ
の
ご
ろ

夜
已
に
長
し
。
偶
名
酒
㊒
れ
ば
、

夕
べ
と
し
て
飮
ま
ざ
る
は
無
し
。
影
を
顧
み
て
獨
り
盡
く
し
、
忽
焉
と
し
て

復
た
醉
ふ
。
既
に
醉
ふ
の
後
、
輒
ち
數
句
を
題
し
て
自
ら
娛
し
む
。
紙
墨
遂

に
多
く
、
辭
に
詮
次
無
し
。
聊
か
故
人
に
命
じ
て
之
を
書
せ
し
め
、
以
て
歡

笑
と
爲
す
の
み
。

　

序
で
は
「
辭
無
詮
次
」
と
、
辭
句
に
歬
後
の
順
序
の
無
い
こ
と
が
朙
言
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
言
葉
は
作
品
の
配
列
も
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
す
で
に
朙
、
黃
文
煥
は
『
陶
詩
析
義
』
に
お
い
て
「
詮
次
之
工
、
莫
工
於
此
。

而
題
序
乃
曰
辭
無
詮
次
、
蓋
藏
詮
次
於
若
無
詮
次
之
中
、
使
人
茫
然
難
尋
。（
詮

次
の
工
み
な
る
こ
と
、
此
よ
り
も
工
み
な
る
は
莫
し
。
而
し
て
序
に
題
し
て
乃
ち
辭
に
詮
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日
本
中
國
學
會
報
　
第
七
十
三
集

一
六

一
、
歸
田

其
一

衰
榮
無
定
在
、
彼
此
更
共
之
。
邵
生
瓜
田
中
、
寧
似
東
陵
時
。
寒
暑
㊒
代
謝
、
人

衟
每
如
茲
。
逹
人
解
其
會
、
逝
將
不
復
疑
。
忽
與
一
觴
酒
、
日
夕
歡
相
持
。

衰
榮
に
定
在
無
く
、
彼
此
更

こ
も
ご
も

之
を
共
に
す
。
邵
生
瓜
田
の
中
、
寧
ぞ
東
陵
の

時
に
似
ん
。
寒
暑
に
代
謝
㊒
り
、
人
衟
每
に
茲
く
の
如
し
。
逹
人
其
の
會
を
解

し
、
逝

ゆ
く
ゆ
く

將
に
復
た
疑
は
ざ
ら
ん
と
す
。
忽
ち
一
觴
の
酒
と
、
日
夕
歡
び
て
相

持
す
。

其
一
は
、
ま
ず
榮
枯
盛
衰
は
人
の
世
の
常
で
あ
る
と
し
て
、
秦
の
東
陵
侯
か
ら

庶
民
に
な
る
と
い
う
盛
衰
を
經
驗
し
た
邵
平
を
想
起
す
る
。
續
い
て
「
寒
暑
代

謝
」
と
人
衟
と
は
同
じ
で
あ
る
と
す
る
認
識
を
示
す
。
こ
の
「
寒
暑
代
謝
」
を
袁

行
霈
氏（

６
）は
「
寒
暑
代
謝

所
謂
天
衟
。（
寒
暑
の
代
謝
は
つ
ま
り
い
わ
ゆ
る
天
衟
で
あ

る
。）」
と
解
釋
す
る
。
人
の
世
の
榮
枯
盛
衰
は
天
衟
と
同
一
で
あ
る
と
言
う
の
で

あ
る
。
語
り
手
は
、
天
衟
と
人
衟
の
一
致
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
自
分
の
閑

居
は
必
至
の
こ
と
で
あ
る
と
し
て
、
飮
酒
を
樂
し
む
現
在
の
自
分
の
姿
を
見
つ
め

て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
對
象
化
さ
れ
た
自
分
の
姿
は
、
己
の
內
な
る
他
者
に
も

示
さ
れ
て
い
る
。其

二

積
善
云
㊒
報
、
夷
叔
在
西
山
。
善
惡
苟
不
應
、
何
事
空
立
言
。
九
十
行
帶
索
、
飢

寒
況
當
年
。
不
賴
固
窮
節
、
百
世
當
誰
傳
。

善
を
積
め
ば
報
ひ
㊒
り
と
云
ふ
も
、
夷
叔
は
西
山
に
在
り
。
善
惡
苟
く
も
應
ぜ

ず
ん
ば
、
何
事
ぞ
空
し
く
言
を
立
つ
る
。
九
十
に
し
て
行

ゆ
く
ゆ
く

索
を
帶
ぶ
、
飢
寒

況
ん
や
當
年
を
や
。
固
窮
の
節
に
賴よ

ら
ず
ん
ば
、
百
世
當
に
誰
か
傳
ふ
べ
け
ん

や
。

次
無
し
と
曰
ふ
は
、
蓋
し
詮
次
を
詮
次
無
き
が
若
き
の
中
に
藏
し
て
、
人
を
し
て
茫
然
と

し
て
尋
ね
難
か
ら
し
む
。）」
と
、
隱
さ
れ
た
「
詮
次
」
が
あ
る
と
す
る
解
釋
を
提
示

し
て
い
る
。
先
行
硏
究
に
お
い
て
も
、
內
容
の
ま
と
ま
り
か
ら
い
く
つ
か
に
分
段

し
て
構
成
を
捉
え
る
試
み（

２
）が
あ
り
、
ま
た
下
定
雅
弘
氏（
３
）、
稀
代
蔴
也
子
氏（
４
）の
よ
う

に
、
作
品
相
互
の
關
係
性
に
も
着
目
し
つ
つ
、
作
品
の
構
造
、
テ
ー
マ
を
究
朙
し

た
論
考
が
著
さ
れ
て
い
る
。「
飮
酒
二
十
首
」
を
連
作
と
し
て
解
釋
す
る
う
え
で

は
、「
詮
次
」
の
㊒
無
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

本
小
論
も
、
作
品
閒
の
關
係
と
全
體
構
造
の
存
在
を
措
定
し
て
い
る
。
た
だ
、

そ
の
關
係
や
全
體
の
構
造
は
、
豫
め
意
圖
さ
れ
て
い
た
も
の
で
も
、「
詮
次
」
の

結
果
に
よ
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
閑
居
の
日
々
に
お
い
て
、「
詮
次
」
を

意
識
す
る
こ
と
な
く
、
心
の
趨
く
ま
ま
に
な
さ
れ
た
、
衟
義
、
歸
田
、
隱
遁
、
飢

寒
、
孤
獨
に
か
か
わ
る
思
索
と
敍
情
の
營
み
の
中
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

で
あ
る
と
考
え
る
。

　

陶
淵
朙
の
表
現
に
つ
い
て
、
大
上
正
美
氏（

５
）は
、
表
現
が
對
自
的
に
行
わ
れ
て
い

る
と
し
て
「
そ
の
よ
う
な
對
自
性
の
顯
著
な
樣
相
は
、
か
く
あ
っ
た
そ
れ
ま
で
の

自
分
を
振
り
﨤
り
、
か
く
あ
る
現
地
點
の
自
分
の
心
と
感
情
に
ど
こ
ま
で
も
拘
る
、

そ
の
上
で
、
そ
の
執
拗
な
拘
り
の
中
か
ら
せ
り
出
し
て
く
る
か
く
あ
る
べ
き
自
己

を
言
葉
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。」
と
述
べ
て
い
る
。

　

作
品
閒
の
關
係
、
全
體
の
構
造
を
先
の
よ
う
に
措
定
す
る
と
、
そ
こ
に
は
「
對

自
性
の
顯
著
な
樣
相
」
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

本
小
論
は
、
作
品
閒
の
關
係
と
表
現
の
對
自
性
と
に
着
目
し
な
が
ら
、「
飮
酒

二
十
首
」
が
、
田
園
に
止
ま
り
續
け
る
自
ら
の
あ
り
方
を
改
め
て
捉
え
な
お
し
た

作
品
で
あ
る
と
讀
み
解
く
こ
と
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。



陶
淵
朙
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酒
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一
七

不
在
一
生
。
一
生
復
能
幾
、
倏
如
流
電
驚
。
鼎
鼎
百
年
內
、
持
此
欲
何
成
。

衟
喪
は
れ
て
千
載
に
向な

ん
な

ん
と
し
、
人
人
其
の
情
を
惜
し
む
。
酒
㊒
る
も
肯
へ

て
飮
ま
ず
、
但
だ
世
閒
の
名
を
顧
み
る
。
我
が
身
を
貴
ぶ
所
以
は
、
豈
に
一
生

に
在
ら
ざ
ら
ん
や
。
一
生
復
た
能
く
幾
ぞ
、
倏
と
し
て
流
電
の
驚
か
す
が
如
し
。

鼎
鼎
た
る
百
年
の
內
、
此
を
持
し
て
何
を
か
成
さ
ん
と
欲
す
る
。

其
三
の
語
り
手
は
、
榮
諬
朞
を
固
窮
の
節
を
懷
く
貧
士
た
ら
し
め
た
人
の
世
に

目
を
向
け
る
。「
百
世
」
と
い
う
時
閒
は
、「
衟
喪
向
千
載
」、
す
な
わ
ち
太
古
の

純
朴
な
衟
が
失
わ
れ
た
千
年
と
い
う
時
閒
の
經
過
と
し
て
捉
え
な
お
さ
れ
て
い
る
。

表
出
の
方
向
は
、
其
一
、
其
二
と
異
な
り
、
直
接
に
は
世
俗
、
す
な
わ
ち
政
治
世

界
の
人
々
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

「
人
人
惜
其
情
」「
㊒
酒
不
肯
飮
」
の
句
は
、
上
古
に
あ
っ
て
は
、
人
は
皆
そ
れ

ぞ
れ
の
分
に
從
い
、
自
在
に
振
る
舞
い
、
己
が
心
情
を
滿
足
さ
せ
て
い
た
が
、
今

の
人
々
は
自
ら
の
心
情
に
か
な
う
よ
う
に
す
る
こ
と
を
惜
し
み
、
一
樽
の
酒
が
あ

れ
ば
、
そ
れ
を
存
分
に
飮
ん
で
醉
い
、
心
を
滿
足
さ
せ
れ
ば
よ
い
も
の
を
、
そ

う
し
よ
う
と
は
し
な
い
こ
と
を
言
う
。「
感
士
不
遇
賦
」
に
は
「
或
擊
壤
以
自
歡
、

或
大
濟
於
蒼
生
。
靡
潛
躍
之
非
分
、
常
傲
然
以
稱
情
（
或
は
擊
壤
し
て
以
て
自
ら
歡

び
、
或
は
大
い
に
蒼
生
を
濟
ふ
。
潛
躍
の
分
に
非
ざ
る
靡
く
、
常
に
傲
然
と
し
て
以
て
情

に
稱
ふ
）」
と
あ
る
。
世
人
の
心
に
は
名
譽
、
名
聲
へ
の
欲
求
が
あ
る
が
、
衟
が

失
わ
れ
た
時
代
、
短
い
人
生
に
お
い
て
、
そ
れ
に
何
の
意
味
が
あ
る
の
か
と
、
語

り
手
は
世
俗
の
價
値
觀
を
嚴
し
く
否
定
す
る
。
こ
の
言
葉
は
、
大
上
氏（

７
）が
指
摘
す

る
よ
う
に
、「
自
己
の
中
の
他
者
」「
複
雜
な
內
面
を
抱
え
持
っ
て
い
る
自
己
の
內

部
」
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。

其
四

栖
栖
失
群
鳥
、
日
暮
猶
獨
飛
。
裴
回
無
定
止
、
夜
夜
聲
轉
悲
。
厲
響
思
淸
遠
、
去

來
何
依
依
。
因
値
孤
生
松
、
歛
翮
遙
來
歸
。
勁
風
無
榮
木
、
此
蔭
獨
不
衰
。
託
身

其
二
の
語
り
手
は
、
天
衟
と
人
衟
は
一
致
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
乖
離
し
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
善
惡
が
そ
れ
ぞ
れ
相
應
に
報
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
の
が
人
の

世
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
善
（
衟
義
）
を
貫
き
、
首
陽
山
に
餓
死
し
た
伯
夷

叔
齊
を
想
起
し
、
天
衟
は
人
衟
に
與
し
な
い
こ
と
に
慷
慨
す
る
。

　

し
か
し
、「
感
士
不
遇
賦
」
に
「
原
百
行
之
攸
貴
、
莫
爲
善
之
可
娛
（
百
行
の
貴

ぶ
攸
を
原
ぬ
る
に
、
善
を
爲
す
の
娛
し
む
べ
き
莫
し
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
善
行
が
必

ず
し
も
報
わ
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
士
は
善
を
爲
す
こ
と
を
喜
び
と

す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
九
十
歲
に
し
て
な
お
繩
を
帶
と
し
て
い
た
貧
士
榮
諬

朞
を
想
起
す
る
。

　
「
飢
寒
況
當
年
」
は
、
彼
の
飢
寒
を
言
う
句
で
あ
る
が
、
こ
の
句
は
「
彼
の
飢

え
と
寒
さ
は
、
ま
し
て
少
壯
の
頃
に
は
な
お
さ
ら
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
讀
み
た

い
。
其
十
九
で
は
「
疇
昔
苦
長
飢
、
投
耒
去
學
仕
（
疇
昔
長
飢
に
苦
し
み
、
耒
を
投

じ
て
去
り
て
仕
を
學
ぶ
）」
と
、
自
ら
が
若
い
頃
、
飢
え
に
堪
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ

と
を
述
懷
し
て
い
る
。
壯
年
に
お
い
て
世
に
出
る
こ
と
な
く
、
飢
え
や
寒
さ
に
苦

し
む
時
の
、
そ
の
飢
寒
の
感
覺
は
、
老
年
に
比
し
て
は
る
か
に
熾
烈
な
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
と
、
榮
諬
朞
の
こ
と
を
思
い
や
る
の
で
あ
る
。
榮
諬
朞
に
自
ら
の
飢

寒
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
貧
は
士
の
常
な
り
」
と
し
て
衟
義
を
貫
い
て
生
き

た
彼
の
姿
が
リ
ア
リ
テ
ィ
を
伴
っ
て
立
ち
上
が
る
。
そ
し
て
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
、

「
固
窮
の
節
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
百
世
も
名
が
傳
わ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
」

と
い
う
思
索
を
可
能
に
し
て
い
る
。

　

本
詩
の
語
り
手
は
、
善
行
が
必
ず
し
も
報
わ
れ
な
い
人
の
世
に
あ
っ
て
、
自
ら

が
い
か
に
あ
る
べ
き
か
を
思
索
す
る
者
で
あ
る
。
そ
の
對
自
的
な
表
現
は
、
其
一

の
語
り
手
、
そ
し
て
己
の
う
ち
の
他
者
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。

其
三

衟
喪
向
千
載
、
人
人
惜
其
情
。
㊒
酒
不
肯
飮
、
但
顧
世
閒
名
。
所
以
貴
我
身
、
豈
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其
五

結
廬
在
人
境
、
而
無
車
馬
喧
。
問
君
何
能
爾
、
心
遠
地
自
偏
。
採
菊
東
籬
下
、
悠

然
見
南
山
。
山
氣
日
夕
嘉
、
飛
鳥
相
與
還
。
此
中
㊒
眞
意
、
欲
辨
已
忘
言
。

廬
を
結
び
て
人
境
に
在
り
、
而
も
車
馬
の
喧
し
き
無
し
。
君
に
問
ふ
何
ぞ
能
く

爾
る
と
、
心
遠
け
れ
ば
地
自
ら
偏
な
り
。
菊
を
採
る
東
籬
の
下
、
悠
然
と
し
て

南
山
を
見
る
。
山
氣
日
夕
に
嘉
く
、
飛
鳥
相
與
に
還
る
。
此
の
中
に
眞
意
㊒
り
、

辨
ぜ
ん
と
欲
し
て
已
に
言
を
忘
る
。

　

其
四
の
語
り
手
の
思
索
は
續
く
。
ま
ず
、
歸
來
し
た
地
が
人
境
で
あ
っ
た
こ
と

が
示
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
こ
は
人
境
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
車
馬
の
訪
れ
が

な
い
。
そ
の
理
由
を
問
う
思
索
の
中
で
、
語
り
手
は
、
世
俗
と
の
空
閒
的
な
距
離

は
近
く
て
も
、
自
ら
の
心
が
遠
く
隔
た
り
、
ほ
と
ん
ど
意
識
に
上
ら
な
い
狀
態
に

あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
。
世
俗
を
思
う
こ
と
も
な
く
、
延
命
の
菊
を
摘
み
、
南
山

を
眺
め
る
。
眼
歬
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
は
、
よ
き
南
山
の
た
た
ず
ま
い
と
、
ね

ぐ
ら
に
歸
る
鳥
の
姿
で
あ
り
、
日
常
的
な
夕
暮
れ
の
情
景
で
あ
る
が
、
こ
の
空
閒

は
著
し
く
美
化
さ
れ
て
紡
ぎ
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
美
化
さ
れ
た
情
景
の
描

寫
は
、
例
え
ば
「
歸
園
田
居
五
首
」
等
に
も
見
ら
れ
る
。
自
ら
の
あ
り
方
、
あ
る

べ
き
空
閒
を
認
め
よ
う
と
す
る
營
み
に
よ
っ
て
、
日
常
の
田
園
は
こ
う
し
た
美
的

空
閒
に
形
象
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　

こ
の
美
化
さ
れ
た
日
常
の
情
景
が
、
今
こ
こ
に
か
く
あ
る
自
分
こ
そ
自
ら
に
と

っ
て
の
本
來
の
あ
り
方
な
の
だ
と
い
う
實
感
、
充
足
感
を
も
た
ら
す
。
歸
田
し
て

今
あ
る
自
分
が
、
實
感
を
も
っ
て
肯
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で

は
自
ら
を
隱
遁
者
と
し
て
朙
確
に
意
識
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

其
六

行
止
千
萬
端
、
誰
知
非
與
是
。
是
非
苟
相
形
、
雷
同
共
譽
毀
。
三
季
多
此
事
、
逹

士
似
不
爾
。
咄
咄
俗
中
惡
、
且
當
從
黃
綺
。

已
得
所
、
千
載
不
相
違
。

栖
栖
た
り
群
を
失
へ
る
鳥
、
日
暮
猶
ほ
獨
り
飛
ぶ
。
裴は

い

回か
い

し
て
定
止
す
る
こ
と

無
く
、
夜
夜
聲
轉
た
悲
し
。
響
き
を
厲
し
く
し
て
淸
遠
を
思
へ
ど
も
、
去
來
す

る
こ
と
何
ぞ
依
依
た
る
。
孤
生
の
松
に
値
ふ
に
因
り
、
翮
を
歛
め
ん
と
し
て
遙

か
に
來
歸
す
。
勁
風
に
榮
木
無
き
も
、
此
の
蔭
獨
り
衰
へ
ず
。
身
を
託
し
已
に

所
を
得
れ
ば
、
千
載
相
違
は
ざ
れ
。

　

本
詩
の
語
り
手
は
、
其
三
の
語
り
手
の
よ
う
に
迷
わ
ず
に
世
俗
を
否
定
し
去
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
世
俗
の
否
定
の
主
張
が
、
却
て
政
治
世
界
と
自
分
の
心
的
隔

た
り
を
認
識
さ
せ
、
官
界
に
お
い
て
他
者
で
し
か
な
い
自
分
の
姿
が
立
ち
上
が
っ

て
く
る
の
で
あ
る
。
表
現
が
世
俗
で
は
な
く
、
自
ら
の
あ
り
か
た
を
志
向
す
る
の

は
、
其
二
の
語
り
手
と
共
通
す
る
。

　

彼
は
、
自
ら
を
、
群
を
は
ぐ
れ
た
一
羽
の
鳥
、
失
群
の
鳥
の
形
象
に
託
す
。
こ

の
鳥
は
、
自
分
の
意
思
に
よ
っ
て
群
を
離
れ
た
の
で
は
な
く
、
群
の
中
に
自
分
の

居
場
所
を
失
っ
た
の
で
あ
り
、
時
に
は
遠
い
淸
淨
な
世
界
に
憧
れ
る
も
の
の
、
飛

び
去
る
こ
と
は
な
く
、
落
ち
着
く
べ
き
と
こ
ろ
を
求
め
て
あ
て
ど
な
く
飛
び
回
り
、

最
後
に
「
孤
松
」
を
見
い
だ
し
て
い
る
。

　

言
葉
を
紡
い
で
失
群
の
鳥
の
形
象
を
描
き
出
す
こ
と
を
と
お
し
て
、
自
ら
の
㊒

り
樣
が
把
握
さ
れ
て
い
く
。
自
分
が
疎
外
に
よ
っ
て
他
者
と
な
っ
た
こ
と
、
あ
る

べ
き
姿
を
求
め
て
苦
惱
し
た
こ
と
、
世
情
を
遠
く
離
れ
た
淸
淨
な
世
界
を
求
め
よ

う
と
し
た
こ
と
を
想
起
し
、
最
後
に
安
息
の
地
と
し
て
見
い
だ
し
た
の
が
田
園
で

あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
、
二
度
と
こ
こ
を
離
れ
ま
い
と
決
意
す
る
。

　

そ
の
決
意
は
、
現
實
の
日
々
に
お
け
る
實
感
を
得
て
確
か
な
も
の
と
な
る
。
從

っ
て
其
五
で
は
具
體
的
な
田
園
の
イ
メ
ー
ジ
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
思
索
が

リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
求
め
る
の
で
あ
る
。



陶
淵
朙
「
飮
酒
二
十
首
」
小
論

一
九

　

其
六
に
展
開
さ
れ
た
隱
遁
者
た
ら
ん
と
す
る
思
索
は
、
そ
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な

る
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
求
め
る
。
本
詩
に
お
い
て
は
、
具
體
的
な
隱
逸
の
狀
況
が
語

ら
れ
、
語
り
手
は
忘
憂
の
酒
を
酌
み
つ
つ
、
世
俗
を
忘
れ
去
っ
た
自
ら
を
確
認
し

て
ゆ
く
。

　

吉
川
幸
次
郞
氏（

９
）は
、「
淵
朙
の
姿
に
は
、
や
は
り
何
か
沈
痛
な
も
の
が
感
ぜ
ら

れ
る
。
酒
に
名
づ
け
て
『
憂
い
を
忘
る
る
物
』
と
い
う
の
は
、
た
ち
き
り
が
た
い

憂
い
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
か
。」
と
言
う
。
そ
の
憂
い
は
、
其
三
、
其
六
に
お

け
る
世
俗
の
否
定
の
根
柢
に
あ
る
、
衟
義
の
失
わ
れ
た
時
代
に
對
す
る
憂
い
、
そ

し
て
そ
の
時
代
に
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
ら
の
存
在
に
對
す
る
憂
い
で
あ
っ

た
ろ
う
。
語
り
手
は
、
飮
酒
に
よ
っ
て
そ
れ
を
忘
却
す
る
の
で
あ
る
。

　

秋
菊
を
浮
か
べ
た
酒
を
飮
め
ば
、「
遺
世
情
」
を
「
遠
」
く
す
る
と
い
う
。
斯

波
六
郞
氏）

（1
（

は
「
我
が
遺よ
わ
す
れ世
の
情
を
遠い
や
ま

せ
り
」
と
讀
む
。
連
作
詩
と
し
て
見
れ
ば
、

其
五
に
お
け
る
「
心
遠
」
の
狀
態
が
さ
ら
に
遠
い
も
の
と
な
る
こ
と
を
言
う
と
解

釋
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
世
俗
に
纏
わ
る
憂
い
を
忘
れ
き
っ
た
と
し
て
う
そ
ぶ
き
、

こ
れ
が
私
と
い
う
存
在
の
在
り
方
な
の
だ
と
、
隱
遁
者
と
し
て
の
充
足
感
、
滿
足

感
が
截
然
と
し
た
語
氣
を
も
っ
て
表
出
さ
れ
て
い
る
。
其
七
は
、
其
五
の
語
り
手

に
對
し
て
提
示
さ
れ
た
作
品
と
し
て
讀
む
こ
と
が
で
き
る
。

　

で
は
、
本
詩
の
語
り
手
の
志
向
す
る
隱
遁
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。

思
索
は
續
く
。

二
、
隱
遁

其
八

靑
松
在
東
園
、
衆
草
沒
其
姿
。
凝
霜
殄
異
類
、
卓
然
見
高
枝
。
連
林
人
不
覺
、
獨

樹
衆
乃
奇
。
提
壺
挂
寒
柯
、
遠

時
復
爲
。
吾
生
夢
幻
閒
、
何
事
紲
塵
羇
。

靑
松
東
園
に
在
り
、
衆
草
其
の
姿
を
沒
す
。
凝
霜
異
類
を
殄つ

く
し
、
卓
然
と
し

行
止
千
萬
端
、
誰
か
非
と
是
と
を
知
ら
ん
や
。
是
非
苟
く
も
相
形あ

ら
は

る
れ
ば
、

雷
同
し
て
共
に
譽
毀
す
。
三
季
よ
り
此
の
事
多
し
、
逹
士
は
爾
ら
ざ
る
に
似
る
。

咄
咄
た
り
俗
中
の
惡
、
且
く
當
に
黃
綺
に
從
ふ
べ
し
。

　
「
飮
酒
二
十
首
」
に
つ
い
て
は
「
感
士
不
遇
賦
」
と
の
關
連
が
指
摘
さ
れ
て
い

る（
８
）。
本
詩
に
お
い
て
も
、
第
六
句
ま
で
の
表
現
は
、「
或
擊
壤
以
自
歡
、
或
大
濟

於
蒼
生
。
靡
潛
躍
之
非
分
、
常
傲
然
以
稱
情
。
世
流
浪
而
遂
徂
、
物
群
分
以
相
形
。

密
網
裁
而
魚
駭
、
宏
羅
制
而
鳥
驚
。
彼
逹
人
之
善
覺
、
乃
迯
祿
而
歸
畊
。（
或
は

擊
壤
し
て
以
て
自
ら
歡
び
、
或
は
大
い
に
蒼
生
を
濟
ふ
。
潛
躍
の
分
に
非
ざ
る
靡
く
、
常

に
傲
然
と
し
て
以
て
情
に
稱
ふ
。
世
流
浪
し
て
遂
に
徂
き
、
物
群
分
し
て
以
て
相
形
る
。

密
網
裁
た
れ
て
魚
駭
き
、
宏
羅
制
せ
ら
れ
て
鳥
驚
く
。
彼
の
逹
人
の
善
く
覺
り
、
乃
ち
祿

を
迯
れ
て
歸
畊
す
。）」
と
も
重
な
る
。
太
古
の
世
、
人
は
分
に
應
じ
て
傲
然
と
性

情
に
か
な
う
生
き
方
を
し
て
い
た
。
そ
の
生
き
方
は
樣
々
で
あ
り
、
一
切
の
是
非

の
別
な
ど
な
か
っ
た
が
、
や
が
て
人
は
群
れ
と
し
て
別
れ
、
上
下
の
區
別
が
生
じ
、

嚴
し
い
法
網
が
張
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
逹
人
は
そ
れ
を
悟
り
、
歸
畊
し
た
と

言
う
の
で
あ
る
。

　

本
詩
の
表
現
の
視
座
は
、
其
三
と
重
な
る
。
其
四
、
其
五
に
お
け
る
思
索
に
對

し
て
、
本
詩
に
お
い
て
も
世
俗
の
あ
り
方
を
强
く
否
定
し
、
商
山
の
四
皓
の
ご
と

き
隱
遁
が
志
向
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

其
七

秋
菊
㊒
佳
色
、
裛
露
掇
其
英
。

此
忘
憂
物
、
遠
我
遺
世
情
。
一
觴
雖
獨
進
、
盃

盡
壺
自
傾
。
日
入
群
動
息
、
歸
鳥
趣
林
鳴
。
嘯
傲
東
軒
下
、
聊
復
得
此
生
。

秋
菊
に
佳
色
㊒
り
、
露
に
裛う

る
ほ

ふ
其
の
英
を
掇と

る
。
此
の
忘
憂
の
物
に

か
べ
、

我
が
世
を
遺
る
る
情
を
遠
く
す
。
一
觴
獨
り
進
む
と
雖
も
、
盃
盡
き
壺
自
ら
傾

く
。
日
入
り
て
群
動
息
み
、
歸
鳥
林
に
趣
き
て
鳴
く
。
嘯
傲
す
東
軒
の
下
、
聊

か
復
た
此
の
生
を
得
た
り
。
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詎
ぞ
迷
ひ
に
非
ざ
ら
ん
や
。
且
く
共
に
此
の
飮
を
歡
ば
ん
、
吾
が
駕
は
回
ら
す

べ
か
ら
ず
。

其
八
の
孤
高
の
隱
遁
に
つ
い
て
の
思
索
は
、
さ
ら
に
一
つ
の
思
索
を
喚
起
す

る
。
そ
れ
は
田
父
の
言
葉
と
し
て
語
ら
れ
る
。
田
父
は
、
語
り
手
の
あ
り
方
を

「
高
栖
」
で
は
な
い
と
し
、
泥
を
濁
す
生
き
方
を
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
、
と
言

う
。
田
父
の
勸
め
る
の
は
、
世
俗
に
身
を
置
き
な
が
ら
、
そ
の
流
れ
に
ま
か
せ
て

い
く
、
衟
を
會
得
し
た
者
の
生
き
方
で
あ
る
。
語
り
手
は
、
田
父
の
意
に
感
謝
し

つ
つ
、
自
ら
の
性
格
は
世
俗
に
合
わ
せ
る
こ
と
が
難
し
い
と
、
そ
の
勸
め
を
拒
絕

す
る
。
さ
ら
に
、
生
き
方
を
變
え
る
こ
と
は
學
ぶ
べ
き
だ
が
、
自
ら
の
性
格
に
背

く
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
迷
い
な
の
で
あ
り
、
殊
に
「
吾
駕
不
可
回
」、
世
俗

に
戾
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
朙
す
る
。

其
十 

在
昔
曾
遠
遊
、
直
至
東
海
隅
。
衟
路
迥
且
長
、
風
波
阻
中
塗
。
此
行
誰
使
然
、
似

爲
飢
所
驅
。
傾
身
營
一
飽
、
少
許
便
㊒
餘
。
恐
此
非
名
計
、
息
駕
歸
閑
居
。

在
昔
曾
て
遠
遊
し
、
直
ち
に
東
海
の
隅
に
至
る
。
衟
路
迥
か
に
し
て
且
つ
長
く
、

風
波
中
塗
に
阻
む
。
此
の
行
誰
か
然
ら
し
む
る
、
飢
ゑ
の
驅
る
所
と
爲
る
に
似

た
り
。
身
を
傾
け
て
一
飽
を
營
ま
ば
、
少
許
に
し
て
便
ち
餘
り
㊒
ら
ん
。
此
れ

名
計
に
非
ざ
る
を
恐
れ
、
駕
を
息
め
て
閑
居
に
歸
る
。

　

本
詩
の
語
り
手
は
、
其
六
～
其
九
の
語
り
手
と
は
異
な
る
。
語
り
手
は
ま
ず
其

九
で
言
朙
さ
れ
て
い
た
「
寡
所
諧
」、
自
分
の
性
情
が
世
俗
と
合
わ
な
い
と
い
う

こ
と
に
こ
だ
わ
り
、
嘗
て
東
海
の
邊
り
ま
で
出
か
け
、
途
中
で
風
波
に
妨
げ
ら
れ

た
こ
と
を
回
想
す
る
。「
風
波
」
の
語
は
、「
歸
去
來
兮
辭
」
序
に
も
「
于
時
風

波
未
靜
、
心
憚
遠
役
。（
時
に
風
波
未
だ
靜
か
な
ら
ず
、
心
遠
役
を
憚
る
。）」
と
あ
る

よ
う
に
、
騷
亂
、
不
安
定
な
社
會
狀
況
を
喩
え
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「
風
波
阻
中
塗
」
の
句
は
、
飢
え
に
驅
ら
れ
た
か
の
ご
と
く
泥
を
濁
す
生
き
方
を

て
高
枝
を
見
る
。
林
に
連
な
れ
ば
人
覺
ら
ず
、
獨
樹
な
れ
ば
衆
乃
ち
奇
と
す
。

壺
を
提
げ
て
寒
柯
に
挂
け
、
遠

時
に
復
た
爲
す
。
吾
が
生
夢
幻
の
閒
、
何
事

ぞ
塵
羇
に
紲つ

な

が
れ
ん
や
。

　

本
詩
に
お
い
て
は
、
隱
遁
者
と
し
て
の
自
ら
を
孤
高
の
松
に
託
し
つ
つ
思
索
が

展
開
す
る
。
釜
谷
武
志
氏）

（（
（

は
、
陶
淵
朙
が
「
自
ら
憧
憬
す
る
と
こ
ろ
の
松
と
心
理

的
に
一
體
化
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
指
摘
す
る
。
語
り
手
は
、
夢
幻
の
閒

の
人
生
な
の
だ
か
ら
、
世
俗
に
拘
わ
る
こ
と
な
ど
は
せ
ず
、
孤
高
の
存
在
と
し
て

あ
り
續
け
る
の
だ
と
、
自
ら
に
語
り
か
け
て
い
る
。

　

苦
惱
多
き
人
生
を
夢
幻
の
閒
と
は
言
い
切
れ
ず
、
世
俗
と
の
關
係
を
「
紲
塵

羇
」
と
は
捉
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
、
其
二
、
其
四
、
其
五
の
語
り
手
に
對
し
て
、

こ
の
語
り
手
は
、
人
生
は
夢
幻
の
閒
、
世
俗
に
繫
が
れ
る
こ
と
は
な
い
と
言
い
切

る
。
た
だ
彼
は
、
自
ら
孤
高
を
保
つ
こ
と
に
全
く
迷
い
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

世
界
を
遠

し
、
夢
幻
の
人
生
を
思
う
姿
は
、
決
し
て
自
己
の
あ
り
か
た
に
滿
足

し
て
い
る
者
の
そ
れ
で
は
な
い
。
自
ら
の
生
き
る
暗
澹
た
る
世
界
と
短
き
人
生
と

に
思
い
を
致
し
た
時
、
こ
れ
で
よ
い
の
だ
と
決
斷
す
る
の
で
あ
る
。

其
九

淸
晨
聞
叩
門
、
倒
裳
徃
自
開
。
問
子
爲
誰
與
、
田
父
㊒
好
懷
。
壺
漿
遠
見
候
、
疑

我
與
時
乖
。
繿
縷
茅
簷
下
、
未
足
爲
高
栖
。
一
世
皆
尙
同
、
願
君
汩
其
泥
。
深
感

父
老
言
、
稟
氣
寡
所
諧
。
紆
轡
誠
可
學
、
違
己
詎
非
迷
。
且
共
歡
此
飮
、
吾
駕
不

可
回
。

淸
晨
門
を
叩
く
を
聞
き
、
裳
を
倒
に
し
て
徃
き
て
自
ら
開
く
。
問
ふ
子
は
誰
と

爲
す
か
と
、
田
父
に
好
懷
㊒
り
。
壺
漿
も
て
遠
く
候
せ
ら
れ
、
我
の
時
と
乖
く

を
疑
ふ
。
繿
縷
茅
簷
の
下
、
未
だ
高
栖
と
爲
す
に
足
ら
ず
。
一
世
皆
同
じ
き
を

尙
ぶ
、
願
は
く
は
君
其
の
泥
を
汩に
ご

さ
ん
こ
と
を
と
。
深
く
父
老
の
言
に
感
ず
る

も
、
稟
氣
諧
ふ
所
寡
し
。
轡た

づ
な

を
紆ま

ぐ
る
は
誠
に
學
ぶ
べ
き
も
、
己
に
違
ふ
は



陶
淵
朙
「
飮
酒
二
十
首
」
小
論

二
一

陋
巷
。
人
不
堪
其
憂
。
回
也
不
改
其
樂
。（
子
曰
は
く
、
賢
な
る
か
な
、
回
や
。
一
簞

の
⻝
、
一
瓢
の
飮
、
陋
巷
に
在
り
。
人
其
の
憂
ひ
に
堪
へ
ず
。
回
や
其
の
樂
し
み
を
改
め

ず
。）」
と
あ
る
よ
う
に
、
貧
窮
の
中
に
あ
っ
て
も
自
ら
の
樂
し
み
を
改
め
る
こ
と

が
な
か
っ
た
。
ま
た
、『
列
子
』
天
瑞
に
は
、
孔
子
の
問
い
か
け
に
、
榮
諬
朞
が

「
吾
樂
甚
多
。（
吾
が
樂
し
み
甚
だ
多
し
）」
と
答
え
た
話
を
載
せ
て
い
る
。
貧
は
士

の
常
で
あ
る
と
し
て
、
心
に
か
な
う
日
々
を
過
ご
し
、
憂
い
無
く
生
き
た
人
物
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

第
一
～
八
句
は
、
顏
淵
と
榮
諬
朞
は
心
に
か
な
う
生
き
方
を
し
て
い
た
と
し
て
、

例
え
ば
、「
顏
淵
は
仁
衟
を
行
っ
た
と
稱
さ
れ
、
榮
諬
朞
は
㊒
衟
で
あ
っ
た
と
言

う
が
、
顏
淵
は
夭
逝
し
、
榮
諬
朞
は
飢
え
た
ま
ま
老
い
た
。
死
後
の
名
聲
を
得
た

も
の
の
、
一
生
窶
れ
き
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
他
者
の
評
價
な
の
で
あ
っ
て
、

彼
ら
に
と
っ
て
世
人
の
稱
贊
は
何
ほ
ど
の
も
の
で
も
な
く
、
一
生
窶
れ
き
っ
て
は

い
た
が
、
心
に
か
な
っ
た
生
涯
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
死
ん
で
し
ま
え
ば
何
も
わ
か

ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
の
よ
う
に
心
に
か
な
っ
た
生
き
方
を
す
る
こ
と
こ

そ
が
大
切
な
の
だ
。」
の
よ
う
に
讀
む
こ
と
が
で
き
る
。

　

語
り
手
は
、
衟
義
を
守
る
こ
と
を
心
に
か
な
う
こ
と
と
し
て
生
き
た
二
人
の
姿

を
想
起
し
、「
稱
心
固
爲
好
」
と
實
感
を
も
っ
て
語
る
。
彼
ら
の
よ
う
に
、
貧
窮

を
自
ら
の
中
に
引
き
受
け
、
自
分
は
固
よ
り
窮
す
る
者
で
あ
る
と
し
、
衟
義
を
守

る
こ
と
を
心
に
か
な
う
こ
と
と
し
て
樂
し
み
つ
つ
生
き
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
い

の
で
あ
っ
て
、
死
後
の
裸
葬
も
結
構
だ
と
、
高
揚
し
た
心
情
を
表
出
す
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
は
、
世
俗
に
お
け
る
日
々
を
回
顧
し
、
自
ら
の
あ
り
方
を
確
認
し
つ

つ
、
ふ
さ
わ
し
い
生
き
方
を
求
め
て
思
索
を
進
め
て
き
た
者
の
姿
を
う
か
が
う
こ

と
が
で
き
る
。

　

晚
年
の
「
自
祭
文
」
に
「
自
余
爲
人
、
逢
運
之
貧
。
簞
瓢
屢
罄
、
絺
綌
冬
陳
、

含
歡
谷
汲
、
行
歌
負
薪
（
余
人
と
爲
り
て
よ
り
、
運
の
貧
し
き
に
逢
ふ
。
簞
瓢
屢
罄
き
、

し
よ
う
と
し
た
が
、
世
情
に
飜
弄
さ
れ
、
苦
々
し
い
思
い
を
し
た
こ
と
を
婉
曲
に

述
懷
し
て
い
る
と
讀
め
る
。

　

飜
弄
さ
れ
た
語
り
手
は
、「
傾
身
營
一
飽
、
少
許
便
㊒
餘
」、
飢
え
と
い
う
こ
と

で
あ
れ
ば
、
全
身
を
傾
け
て
努
力
す
れ
ば
、
ゆ
と
り
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
、
と
判

斷
し
、
世
俗
に
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
自
分
が
世
俗
に
在
り
續
け
る
こ
と
は

恐
ら
く
賢
朙
な
考
え
（「
名
計
」）
で
は
な
い
と
し
て
歸
隱
し
た
と
言
う
。

で
は
自
ら
に
と
っ
て
の
「
名
計
」
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。

其
十
一

顏
生
稱
爲
仁
、
榮
公
言
㊒
衟
。
屢
空
不
獲
年
、
長
飢
至
于
老
。
雖
留
身
後
名
、
一

生
亦
枯
槁
。
死
去
何
所
知
、
稱
心
固
爲
好
。
客
養
千
金
軀
、
臨
化
消
其
寶
。
裸
葬

何
必
惡
、
人
當
解
其
表
。

顏
生
は
仁
を
爲
す
と
稱
せ
ら
れ
、
榮
公
は
衟
㊒
り
と
言
は
る
。
屢
空
し
く
し
て

年
を
獲
ず
、
長
く
飢
ゑ
て
老
に
至
る
。
身
後
の
名
を
留
む
と
雖
も
、
一
生
亦
た

枯
槁
す
。
死
し
去
り
て
何
の
知
る
所
ぞ
、
心
に
稱
ふ
を
固
よ
り
好
し
と
爲
す
。

千
金
の
軀
を
客
養
す
る
も
、
化
に
臨
み
て
其
の
寶
を
消
す
。
裸
葬
何
ぞ
必
ず
し

も
惡
し
か
ら
ん
、
人
當
に
其
の
表
を
解
す
べ
し
。

　

本
詩
は
、「
名
計
」、
則
ち
「
稱
心）

（1
（

」、
心
に
か
な
う
こ
と
の
大
切
さ
を
言
う
。

冐
頭
の
六
句
で
顏
淵
と
榮
諬
朞
が
一
生
枯
槁
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
後
、
や

や
唐
突
に
「
心
に
稱
ふ
を
固
よ
り
好
し
と
爲
す
」
と
あ
る
の
で
、
顏
淵
と
榮
諬
朞

は
窶
れ
た
生
涯
を
送
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
と
、
否
定
的
に
讀
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。

こ
の
六
句
の
表
現
の
形
は
、
其
二
の
第
五
～
八
句
と
同
一
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
其

二
の
語
り
手
は
、
飢
寒
に
苦
し
め
ら
れ
、
貧
士
と
し
て
の
生
涯
を
送
っ
た
榮
諬
朞

に
固
窮
の
節
を
見
て
い
た
。
本
詩
も
顏
淵
と
榮
諬
朞
の
う
ち
に
「
稱
心
」
の
生
涯

を
見
て
い
る
と
解
釋
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う）

（1
（

。

　

顏
淵
は
、『
論
語
』
雍
也
に
「
子
曰
、
賢
哉
、
回
也
。
一
簞
⻝
、
一
瓢
飮
、
在
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二
二

衟
義
を
貫
こ
う
と
し
て
そ
の
度
に
退
け
ら
れ
、
終
に
は
退
隱
し
た
。

　

語
り
手
は
、
楊
倫
に
つ
い
て
、
ま
っ
す
ぐ
隱
遁
の
衟
を
進
め
ば
よ
か
っ
た
の
で

あ
り
、
隱
遁
を
躊
躇
（「
狐
疑
」）
す
る
必
要
な
ど
な
か
っ
た
の
だ
と
言
う
。
そ
し

て
、
永
遠
に
欺
き
續
け
る
世
俗
の
い
い
加
減
な
話
な
ど
拂
い
の
け
、
我
に
從
っ
て

一
切
世
俗
を
顧
み
な
い
孤
高
の
隱
遁
の
衟
を
進
み
た
ま
え
と
呼
び
か
け
る
。
こ
の

言
葉
は
直
接
に
は
も
う
一
人
の
內
な
る
語
り
手
で
あ
る
其
十
、
十
一
の
語
り
手
に

向
け
ら
れ
て
い
る
。
其
十
、
十
一
の
語
り
手
は
、
出
仕
し
て
苦
々
し
い
思
い
を
重

ね
、
苦
惱
の
末
に
歸
田
し
た
。
そ
し
て
貧
窮
を
受
け
入
れ
て
貧
士
と
し
て
衟
義
を

守
り
續
け
る
こ
と
に
歡
び
を
見
い
だ
す
生
き
方
を
選
び
、
そ
の
生
き
方
を
も
っ
て

世
俗
に
對
峙
し
自
ら
を
保
ち
續
け
る
こ
と
を
決
意
し
た
の
で
あ
っ
て
、
も
と
よ
り

出
仕
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。
そ
れ
が
隱
遁
を
躊
躇
し
て
い
る
と
さ
れ
る
の

は
、
歸
田
の
過
程
、
及
び
固
窮
の
節
を
懷
く
者
の
世
俗
へ
の
對
峙
の
あ
り
方
に
よ

る
。
例
え
ば
「
詠
貧
士
七
首
」
其
七
の
黃
子
廉
は
、
固
窮
の
節
を
懷
き
、
飢
え
に

淚
す
る
妻
子
に
心
を
痛
め
な
が
ら
も
、
手
厚
い
贈
り
物
は
感
謝
し
つ
つ
斷
っ
て
い

る
。
ま
た
「
㊒
會
而
作
（
會さ

と

る
こ
と
㊒
り
て
作
る
）」
詩
に
お
い
て
、
固
窮
に
志
す

語
り
手
は
、
嗟
來
の
⻝
を
施
す
者
の
心
を
善
し
と
す
る
と
し
て
い
る
。
黃
子
廉
の

例
を
踏
ま
え
る
と
、
施
し
は
斷
る
と
讀
め
る
も
の
の
、
こ
う
し
た
世
俗
を
截
然
と

拒
絕
し
て
い
な
い
か
の
よ
う
な
あ
り
方
が
、
隱
遁
を
躊
躇
し
て
い
る
と
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

　

三
、
敍
情
的
主
體
と
し
て
の
三
人
の
語
り
手

其
十
三

㊒
客
常
同
止
、
取
捨
邈
異
境
。
一
士
長
獨
醉
、
一
夫
終
年
醒
。
醒
醉
還
相
笑
、
發

言
各
不
領
。
規
規
一
何
愚
、
兀
傲
差
若
穎
。
寄
言
酣
中
客
、
日
沒
燭
當
秉
。

客
㊒
り
常
に
止
を
同
じ
く
す
る
も
、
取
捨
邈
と
し
て
境
を
異
に
す
。
一
士
は
長

絺
綌
冬
に
陳
ぬ
る
も
、
歡
び
を
含
み
て
谷
に
汲
み
、
行
歌
し
て
薪
を
負
ふ
。）」
と
あ
る
。

飢
寒
に
苦
し
み
、
衟
義
を
守
り
つ
つ
過
ご
し
た
日
々
こ
そ
心
に
か
な
っ
た
も
の
で

あ
り
、
喜
び
つ
つ
水
を
汲
み
、
薪
を
背
負
っ
て
過
ご
し
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ

の
姿
は
、
本
詩
に
言
う
「
稱
心
」
の
表
象
で
あ
る
。

其
十
二

長
公
曾
一
仕
、
壯
節
忽
失
時
。
杜
門
不
復
出
、
終
身
與
世
辭
。
仲
理
歸
大
澤
、
高

風
始
在
茲
。
一
徃
便
當
已
、
何
爲
復
狐
疑
。
去
去
當
奚
衟
、
世
俗
久
相
欺
。
擺
落

悠
悠
談
、
請
從
余
所
之
。

長
公
曾
て
一
た
び
仕
へ
し
も
、
壯
節
忽
ち
時
を
失
ふ
。
門
を
杜と

ざ
し
て
復
た
出

で
ず
、
終
身
世
と
辭
す
。
仲
理
大
澤
に
歸
り
、
高
風
始
め
て
茲
に
在
り
き
。
一

た
び
徃
き
便
ち
當
に
已
む
べ
き
に
、
何
爲
れ
ぞ
復
た
狐
疑
す
る
。
去
り
去
ら
ん

當は

た
奚
を
か
衟
は
ん
、
世
俗
久
し
く
相
欺
く
。
悠
悠
の
談
を
擺
落
し
、
請
ふ
余

が
之
く
所
に
從
は
ん
こ
と
を
。

　

世
俗
に
か
か
わ
っ
た
過
去
を
回
想
し
、「
稱
心
」
を
好
し
と
す
る
、
其
十
、
其

十
一
の
語
り
手
に
對
し
て
、
本
詩
の
語
り
手
は
、
躊
躇
せ
ず
に
隱
遁
す
れ
ば
よ
い

の
だ
と
言
い
、
自
ら
に
從
う
よ
う
に
呼
び
か
け
る
。
世
俗
を
强
く
否
定
す
る
の
は
、

其
八
、
其
九
と
同
じ
で
あ
る
。

　

本
詩
で
は
、
一
度
出
仕
し
た
だ
け
で
歸
隱
し
、
二
度
と
出
仕
し
な
か
っ
た
長
公

（
歬
漢
の
長
摯
）
と
、
歸
隱
し
て
高
尙
な
人
柄
を
示
し
た
も
の
の
、
そ
の
後
數
回
出

仕
し
た
仲
理
（
後
漢
の
楊
倫
）
の
二
人
の
人
物
の
歸
隱
を
取
り
上
げ
て
、
思
索
を

展
開
し
て
い
る
。
長
摯
は
一
た
び
仕
え
た
が
、
激
し
い
反
俗
の
節
操
ゆ
え
に
、
活

躍
す
べ
き
機
會
を
失
い
、
歸
隱
し
て
二
度
と
出
仕
し
な
か
っ
た
人
物
で
あ
る
と
し

て
、
語
り
手
は
自
ら
を
重
ね
て
い
る
。
一
方
の
楊
倫
も
、
自
ら
の
志
が
時
代
と
乖

離
し
て
い
る
と
し
て
官
を
辭
す
る
や
、
弟
子
が
千
人
あ
ま
り
集
ま
り
、
そ
の
高
節

が
顯
現
し
た
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
、
そ
の
後
も
出
仕
し
、
儒
者
と
し
て
の
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て
い
る
。（
先
の
「
＊
」
は
飮
酒
に
か
か
わ
る
表
現
を
含
む
作
品
）
こ
の
大
矢
根
氏
の

分
類
に
從
っ
て
、
其
十
三
に
お
け
る
常
に
醒
め
て
い
る
規
規
た
る
者
、
常
に
醉
っ

て
驕
る
兀
傲
た
る
者
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
措
定
し
て
み
る
と
、
規
規
た
る
者

は
②
、
兀
傲
た
る
者
は
③
に
同
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
其
六
、
其
十
二
に
は
飮

酒
に
關
わ
る
表
現
が
な
い
が
、
世
俗
に
對
す
る
嚴
し
い
否
定
を
表
出
し
て
お
り
、

兀
傲
た
る
者
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
①
の
「
我
」
は
飮
酒
し
て
い
る
が
、
世
俗
を

强
く
否
定
し
て
い
な
い
か
ら
、
兀
傲
た
る
者
で
は
な
く
、
內
な
る
他
者
と
し
て
②

と
③
を
抱
え
込
ん
で
い
る
其
十
三
の
「
我
」
と
同
一
と
考
え
ら
れ
る
。
其
一
に
お

け
る
言
表
が
、
內
な
る
他
者
②
③
の
思
索
を
喚
起
し
、
其
十
二
の
「
請
從
余
所

之
」
と
い
う
强
い
語
氣
の
呼
び
か
け
に
應
え
る
か
の
よ
う
に
、
其
十
三
に
お
い
て

再
び
登
場
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
措
定
す
る
と
、
其
二
か
ら
其
十
二
ま
で
は
、
兀
傲
た
る
者
と
規
規

た
る
者
と
が
關
わ
り
合
い
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
自
ら
の
歸
隱
に
つ
い
て
の
思
索

を
展
開
し
て
い
る
と
し
て
讀
む
こ
と
が
で
き
る
。
斯
波
六
郞
氏）

1（
（

は
、「
銳
い
理
智

を
働
か
せ
て
、
觀
じ
來
り
觀
じ
去
り
つ
つ
、
人
生
の
法
則
を
さ
ぐ
り
あ
て
、
そ
れ

に
據
っ
て
生
き
ぬ
か
う
と
す
る
の
も
、
確
か
に
一
つ
の
生
き
方
で
あ
る
。」
と
述

べ
、
こ
の
生
き
方
を
「
哲
學
的
な
生
き
方
」
と
假
稱
し
て
い
る
。
兀
傲
た
る
者
は
、

自
ら
は
衟
義
の
失
わ
れ
た
時
代
に
生
き
て
お
り
、
自
ら
の
人
生
は
㊒
限
で
あ
る
と

し
、
截
然
と
世
俗
を
否
定
し
、
憂
い
を
懷
え
込
み
な
が
ら
も
隱
遁
し
て
高
節
を
守

り
續
け
る
生
き
方
を
選
ん
だ
者
で
あ
る
。
一
方
、
規
規
た
る
者
は
世
俗
に
お
い
て

苦
々
し
さ
を
味
わ
う
な
か
で
自
ら
の
あ
る
べ
き
姿
を
模
索
し
、
世
俗
を
截
然
と
否

定
す
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
を
本
來
窮
し
た
者
と
し
て
、
飢
寒
に
苦
し
み
な
が
ら

衟
義
を
守
る
と
い
う
固
窮
の
節
に
よ
っ
て
世
俗
に
對
し
て
自
ら
を
保
っ
て
い
く
こ

と
を
決
意
し
た
者
で
あ
る
。

　

本
詩
の
語
り
手
は
、
兩
者
の
「
規
規
」
た
る
と
こ
ろ
、「
兀
傲
」
た
る
と
こ
ろ

く
獨
り
醉
ひ
、
一
夫
は
終
年
醒
む
。
醒
醉
還
た
相
笑
ひ
、
發
言
各
領
せ
ず
。
規

規
た
る
は
一
に
何
ぞ
愚
か
な
る
、
兀
傲
た
る
は
差や

や

穎ま
さ

れ
る
が
ご
と
し
。
言
を
寄

す
酣
中
の
客
、
日
沒
す
れ
ば
燭
當
に
秉
る
べ
し
と
。

　

本
詩
の
語
り
手
は
、
常
に
獨
り
醉
う
者
と
終
年
醒
め
る
者
と
い
う
二
人
の
客
が

い
る
と
言
い
、
終
年
醒
め
た
者
の
、
見
識
が
狹
く
細
か
い
こ
と
に
こ
だ
わ
る
「
規

規
」
た
る
と
こ
ろ
は
、
何
と
も
愚
か
で
あ
る
と
す
る
。
一
方
、
常
に
醉
う
者
の
、

世
俗
と
合
わ
ず
傲
り
た
か
ぶ
る
「
兀
敖
」
た
る
と
こ
ろ
は
、「
規
規
」
に
や
や
勝

る
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
二
人
の
客
が
何
者
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、「
自
己
の
中
に
分
裂
し
て
あ
る

二
面
性
を
客
觀
化
し
て
う
た
っ
た
も
の）

（1
（

」、「
醒
者
と
醉
者
と
は
い
ず
れ
も
淵
朙
の

分
身）

（1
（

」、「
淵
朙
の
相
反
す
る
性
向
を
擬
人
化
し
た
も
の）
（1
（

」、「
淵
朙
が
設
定
し
た
二

つ
の
相
反
す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー）

（1
（

」
と
す
る
解
釋
が
あ
る
。
ま
た
其
十
三
に
つ
い
て

は
「
形
影
神
」
に
お
け
る
敍
情
的
主
體
の
設
定）

（1
（

と
の
類
似
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
下
定
雅
弘
氏）

（1
（

は
、「『
二
十
首
』
の
全
篇
が
、
閑
居
の
決
意
と
、
官
界
へ

の
未
練
と
の
閒
で
搖
れ
る
思
い
を
表
現
し
て
お
り
、
歬
者
の
立
場
か
ら
後
者
の
立

場
に
語
り
か
け
る
獨
白
體
の
樣
相
を
し
ば
し
ば
呈
し
て
い
る
。」
と
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
檢
討
し
て
き
た
其
十
二
ま
で
の
敍
情
的
主
體
と
し
て
の
語
り
手

は
、
①
天
衟
と
人
衟
の
一
致
を
見
、
現
在
の
自
分
の
あ
り
方
を
受
け
入
れ
て
い
る

「
我
」（
其＊

一
）、
②
世
俗
に
お
け
る
自
己
疎
外
の
認
識
を
も
っ
て
歸
田
し
、
固
窮

の
節
に
よ
っ
て
自
ら
を
保
と
う
と
す
る
「
我
」（
其
二
、
其
四
、
其
五
、
其
十
、
其
十

一
）、
③
世
俗
を
截
然
と
否
定
し
、
孤
高
の
節
操
を
保
と
う
と
す
る
「
我
」（
其＊

三
、

其
六
、
其＊

七
、
其＊

八
、
其＊

九
、
其
十
二
）
の
三
人
で
あ
る
。

　

大
矢
根
文
次
郞
氏）

11
（

は
「
飮
酒
二
十
首
」
に
は
「
飮
酒
と
詠
懷
の
二
面
が
あ
る
」

と
し
、「
飮
酒
に
直
接
關
わ
り
の
あ
る
詩
首
」
と
し
て
、
其
一
、
其
三
、
其
七
、

其
八
、
其
九
、
其
十
三
、
其
十
四
、
其
十
八
、
其
十
九
、
其
二
十
の
十
首
を
擧
げ
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二
四

に
つ
い
て
判
斷
を
下
す
の
み
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
哲
學
的
な
生
き
方
」
に
判
斷
を

下
し
て
は
い
な
い
。
兩
者
の
生
き
方
を
抱
え
込
ん
で
現
實
に
對
峙
し
、
い
か
に
閑

居
の
日
々
を
過
ご
す
の
か
、
自
ら
の
言
葉
を
紡
ぎ
出
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
と
り
あ
え
ず
は
「
兀
傲
」
た
る
者
の
言
葉
に
從
っ
て
大
い
に

飮
酒
を
樂
し
も
う
と
す
る
。

四
、
閑
居
の
現
實
―
孤
獨
と
飢
寒

其
十
四

故
人
賞
我
趣
、
挈
壺
相
與
至
。
班
荆
坐
松
下
、
數
斟
已
復
醉
。
父
老
雜
亂
言
、
觴

酌
失
行
次
。
不
覺
知
㊒
我
、
安
知
物
爲
貴
。
悠
悠
迷
所
留
、
酒
中
㊒
深
味
。

故
人
我
が
趣
を
賞
し
、
壺
を
挈ひ

つ
さ

げ
て
相
與
に
至
る
。
荆
を
班し

き
て
松
下
に
坐

し
、
數
斟
に
し
て
已
に
復
た
醉
ふ
。
父
老
雜
亂
し
て
言
ひ
、
觴
酌
行
次
を
失
す
。

我
㊒
る
を
知
る
を
覺
え
ず
、
安
く
ん
ぞ
物
を
貴
し
と
爲
す
を
知
ら
ん
や
。
悠
悠

た
る
は
留
ま
る
所
に
迷
ふ
、
酒
中
に
深
味
㊒
り
。

其
十
三
を
受
け
、
本
詩
で
は
、
語
り
手
の
飮
酒
へ
の
志
向
を
理
解
す
る
友
人
た

ち
が
酒
を
携
え
て
訪
れ
、
と
も
に
飮
酒
し
た
時
の
こ
と
を
描
く
。
孤
高
の
表
象
で

あ
る
松
の
下
、
無
上
の
樂
し
み
と
歡
び
に
滿
ち
た
、
彼
我
の
區
別
の
な
い
酒
宴
が

展
開
さ
れ
る
。
こ
の
宴
は
紛
れ
も
な
く
心
に
か
な
う
「
稱
心
」
の
宴
で
あ
っ
た
。

其
十
五

貧
居
乏
人
工
、
灌
木
荒
余
宅
。
班
班
㊒
翔
鳥
、
寂
寂
無
行
跡
。
宇
宙
一
何
悠
、
人

生
少
至
百
。
歲
⺼
相
催
逼
、
鬢
邊
早
已
白
。
若
不
委
窮
逹
、
素
抱
深
可
惜
。

貧
居
人
工
乏
し
く
、
灌
木
余
が
宅
を
荒
ら
す
。
班
班
と
し
て
翔
鳥
㊒
り
、
寂
寂

と
し
て
行
跡
無
し
。
宇
宙
一
に
何
ぞ
悠
か
な
る
、
人
生
百
に
至
る
こ
と
少ま

れ

な
り
。

歲
⺼
相
催
逼
し
、
鬢
邊
早
に
已
に
白
し
。
若
し
窮
逹
に
委
ね
ず
ん
ば
、
素
抱
深

く
惜
し
む
べ
し
。

　
「
稱
心
」
の
酒
宴
が
終
わ
っ
て
醉
い
が
醒
め
る
や
、
閑
居
の
現
實
、
寂
寥
感
と

孤
獨
感
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
。
語
り
手
は
、
手
入
れ
も
行
き
屆
か
ず
、
雜
木
が

生
え
て
荒
れ
放
題
、
た
だ
鳥
が
翔
る
ば
か
り
で
、
訪
れ
る
人
も
無
い
貧
居
に
お
い

て
、
孤
獨
の
う
ち
に
過
ぎ
て
ゆ
く
人
生
を
見
つ
め
る
。

　

貧
居
の
情
景
と
孤
獨
、
人
生
の
短
さ
の
實
感
が
、
思
索
を
喚
起
す
る
。「
委
窮

逹
」
と
は
、
窮
逹
は
自
ら
と
關
係
の
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
を
言
う
。「
詠
貧
士

七
首
」
其
四
に
は
、
貧
賤
に
つ
い
て
「
非
衟
故
無
憂
（
衟
に
非
ず
故
に
憂
ひ
無
し
）」

と
あ
る
。
貧
賤
は
時
の
否
泰
に
よ
る
も
の
で
、
仁
義
の
衟
の
實
踐
と
は
何
ら
關
わ

り
の
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
貧
賤
で
あ
っ
て
も
何
の
憂
い
も
な
い
と
す
る
の
で

あ
る
。「
若
不
委
窮
逹
、
素
抱
深
可
惜
」
は
、
ひ
と
た
び
窮
逹
と
い
う
こ
と
を
心

に
掛
け
る
や
、
苦
々
し
い
思
い
を
嫌
と
い
う
程
味
わ
っ
た
世
俗
と
關
わ
る
こ
と
と

な
り
、
自
ら
が
大
切
に
し
て
い
る
も
の
を
失
っ
て
し
ま
う
か
ら
、
窮
逹
は
時
の
否

泰
に
よ
る
も
の
と
し
て
、
も
と
か
ら
心
に
懷
い
て
い
た
「
素
抱
」
を
守
っ
て
い
こ

う
と
い
う
句
と
し
て
讀
む
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
、「
素
抱
」
と
は
何
か
、
其
十

六
に
お
い
て
そ
の
思
索
が
展
開
さ
れ
る
。

其
十
六

少
年
罕
人
事
、
遊
好
在
六
經
。
行
行
向
不
惑
、
淹
留
自
無
成
。
竟
抱
固
窮
節
、
飢

寒
飽
所
更
。
弊
廬
交
悲
風
、
荒
草
沒
歬
庭
。
披
褐
守
長
夜
、
晨
鷄
不
肯
鳴
。
孟
公

不
在
茲
、
終
以
翳
吾
情
。

少
年
人
事
罕ま

れ

に
、
遊
好
は
六
經
に
在
り
。
行
き
行
き
て
不
惑
に
向
と
す
る
に
、

淹
留
自
ら
成
る
無
し
。
竟
に
固
窮
の
節
を
抱
き
、
飢
寒
更
る
所
に
飽
く
。
弊
廬

悲
風
交
は
り
、
荒
草
歬
庭
を
沒
す
。
褐
を
披き

て
長
夜
を
守
る
に
、
晨
鷄
肯
へ
て

鳴
か
ず
。
孟
公
茲
に
在
ら
ず
、
終
に
以
て
吾
が
情
を
翳お

ほ

ふ
。

本
詩
の
冐
頭
の
六
句
は
、「
祭
從
弟
敬
遠
文
」
の
「
余
嘗
學
仕
、
纏
綿
人
事
、

流
浪
無
成
、
懼
負
素
志
。（
余
嘗
て
學
仕
す
る
も
、
人
事
に
纏
綿
た
り
、
流
浪
し
て
成
る
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小
論

二
五

無
く
、
素
志
に
負
か
ん
こ
と
を
懼
る
。）」
と
重
な
る
。
こ
の
「
素
志
」
は
、
其
十
五

の
「
素
抱
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
何
も
成
し
遂
げ
ら
れ
ず
、「
素
志
」

に
負
く
こ
と
を
懼
れ
て
固
窮
の
節
を
懷
き
、
飢
寒
は
も
う
十
分
と
い
う
ほ
ど
味
わ

っ
た
と
言
う
。
若
く
し
て
六
經
に
親
し
ん
だ
語
り
手
に
と
っ
て
「
素
抱
」
と
は
、

衟
義
を
守
る
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
不
惑
に
な
ろ
う
と
し
て
も
な
に
も
成
し
遂

げ
ら
れ
な
か
っ
た
自
分
に
と
っ
て
は
、
固
窮
の
節
を
懷
き
、
衟
義
を
守
り
續
け
る

し
か
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

語
り
手
は
改
め
て
閑
居
の
㊒
樣
を
見
つ
め
る
。
そ
こ
は
秋
風
が
悲
し
げ
に
吹
く
、

雜
草
に
覆
わ
れ
た
草
廬
で
あ
り
、
ぼ
ろ
を
着
て
、
長
夜
を
過
ご
す
空
閒
で
あ
っ
た
。

閑
居
の
リ
ア
ル
な
孤
絕
感
が
、
知
己
の
い
な
い
寂
し
さ
を
喚
起
す
る
。「
詠
貧
士

七
首
」
其
六
で
は
、
雜
草
が
茂
る
貧
居
に
住
む
張
仲
蔚
に
は
知
己
で
あ
る
劉
龔

（
孟
公
）
が
あ
っ
た
と
言
い
、
貧
士
に
と
っ
て
の
知
己
の
存
在
の
可
能
性
を
確
認
し
、

孤
獨
の
問
題
が
解
決
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
劉
龔
の
ご
と
き
知
己
が

お
ら
ず
、
語
り
手
の
心
は
暗
く
翳
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

元
興
二
年
（
四
〇
三
）
に
制
作
さ
れ
た
「
癸
卯
歲
十
二
⺼
中
作
與
從
弟
敬
遠
一

首
」
に
は
、「
寢
迹
衡
門
下
、
邈
與
世
相
絕
（
迹
を
衡
門
の
下
に
寢や

め
、
邈
と
し
て
世

と
相
絕
つ
）」、「
勁
氣
侵
襟
袖
、
簞
瓢
謝
屢
設
。
蕭
索
空
宇
中
、
了
無
一
可
悅
（
勁

氣
襟
袖
を
侵
し
、
簞
瓢
屢
設
く
る
を
謝
す
。
蕭
索
た
り
空
宇
の
中
、
了
と
し
て
一
の
悅
ぶ

べ
き
無
し
）」
と
、
本
詩
を
彷
彿
と
さ
せ
る
情
景
が
描
か
れ
、「
謬
得
固
窮
節
（
謬

り
て
固
窮
の
節
を
得
た
り
）」
と
言
う
。
そ
し
て
暗
澹
た
る
時
代
の
中
に
固
窮
の
節

を
懷
い
て
自
ら
を
保
ち
續
け
る
思
い
を
、「
寄
意
一
言
外
、
茲
契
誰
能
别
（
意
を

寄
す
一
言
の
外
、
茲
の
契
誰
か
能
く
别
た
ん
）」
と
、
敬
遠
に
傳
え
て
い
る
。
敬
遠
は

陶
淵
朙
の
心
を
理
解
す
る
、
張
仲
蔚
に
お
け
る
劉
龔
の
ご
と
き
存
在
で
あ
っ
た
。

　

陶
淵
朙
の
閑
居
に
關
わ
る
の
は
、
序
に
登
場
す
る
故
人
、
其
九
の
田
父
、
其
十

四
の
故
人
（
父
老
た
ち
）
で
あ
る
。
其
九
の
田
父
、
其
十
四
の
故
人
は
、
い
ず
れ

も
陶
淵
朙
を
高
節
を
懷
い
た
酒
好
き
の
隱
遁
者
と
し
て
理
解
し
、
好
意
を
寄
せ
る

者
た
ち
で
あ
っ
た
が
、
固
窮
の
節
を
懷
い
て
自
ら
を
保
つ
者
の
心
に
觸
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
序
の
故
人
も
陶
淵
朙
の
獨
酌
に
加
わ
れ
る
存
在
で
は
な
い
。
彼
ら

は
敬
遠
の
よ
う
な
知
己
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

五
、
閑
居
の
現
實
―
知
己
・
友
人

其
十
七

幽
蘭
生
歬
庭
、
含
薰
待
淸
風
。
淸
風
脫
然
至
、
見
別
蕭
艾
中
。
行
行
失
故
路
、
任

衟
或
能
通
。
覺
悟
當
念
還
、
鳥
盡
廢
良
弓
。

幽
蘭
歬
庭
に
生
じ
、
薰
り
を
含
み
て
淸
風
を
待
つ
。
淸
風
脫
然
と
し
て
至
ら
ば
、

蕭
艾
の
中
よ
り
別
た
れ
ん
。
行
き
行
き
て
故
路
を
失
ふ
も
、
衟
に
任
さ
ば
或
は

能
く
通
ぜ
ん
。
覺
悟
し
て
當
に
還
る
を
念
ふ
べ
し
、
鳥
盡
き
て
良
弓
廢
せ
ら
る
。

　

其
十
七
で
は
、
靖
節
と
世
俗
に
關
わ
る
思
索
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ

れ
は
已
に
確
認
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
其
十
六
で
は
知
己
の
い
な
い
寂
し
さ

が
吐
露
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
し
て
も
、
本
詩
は
、
閑
居
の
空
閒
に
い
な
い
知
己

へ
の
思
い
を
表
出
し
た
作
品
と
し
て
理
解
し
た
ほ
う
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

幽
蘭
は
や
が
て
雜
草
の
な
か
で
區
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
も
と
の
衟
を

失
っ
て
世
俗
に
纏
綿
と
し
て
も
、
心
に
か
な
う
と
い
う
こ
と
を
大
切
に
し
、
本
來

の
衟
に
も
ど
る
こ
と
を
强
く
願
っ
て
ほ
し
い
、
世
俗
は
必
要
が
無
く
な
れ
ば
捨
て

て
し
ま
う
だ
け
の
世
界
だ
か
ら
と
、
張
仲
蔚
に
お
け
る
劉
龔
の
ご
と
き
知
己
に
寄

せ
る
思
い
を
述
べ
た
作
品
と
し
て
讀
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
知
己
は
政
治
世
界

に
身
を
置
く
人
物
で
あ
る
。

其
十
八

子
雲
性
嗜
酒
、
家
貧
無
由
得
。
時
賴
好
事
人
、
載
醪
袪
所
惑
。
觴
來
爲
之
盡
、
是

諮
無
不
塞
。
㊒
時
不
肯
言
、
豈
不
在
伐
國
。
仁
者
用
其
心
、
何
嘗
失
顯
默
。
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二
六

子
雲
性
酒
を
嗜
む
も
、
家
貧
に
し
て
得
る
に
由
無
し
。
時
に
賴さ
い
は

ひ
に
好
事
の

人
、
醪
を
載
せ
て
惑
ふ
所
を
袪さ

ら
ん
と
す
。
觴
來
れ
ば
之
が
爲
に
盡
く
し
、
是

れ
諮
り
て
塞み

た
さ
れ
ざ
る
無
し
。
時
に
肯
へ
て
言
は
ざ
る
㊒
る
は
、
豈
に
國
を

伐
つ
に
在
ら
ざ
ら
ん
や
。
仁
者
其
の
心
を
用
ふ
る
に
、
何
ぞ
嘗
て
顯
默
に
失
せ

ん
。

　

其
十
八
で
は
、
貧
窮
の
う
ち
に
あ
っ
た
が
、
惑
い
を
解
く
た
め
に
訪
れ
る
好
事

の
者
に
は
、
盃
を
重
ね
つ
つ
語
り
、
惑
い
を
解
か
な
い
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う

揚
雄
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
諸
㊟
の
指
摘
の
ご
と
く
、
こ
の
揚
雄
の
姿
に
は
語
り

手
自
身
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
親
し
い
友
人
た
ち
に
向
け
て
、
揚
雄
の
よ
う
に
私

は
何
で
も
答
え
、
決
し
て
語
る
こ
と
と
沈
默
す
る
こ
と
を
誤
ら
な
い
の
だ
か
ら
、

ぜ
ひ
酒
を
携
え
て
訪
れ
て
ほ
し
い
と
傳
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

其
十
五
、
其
十
六
に
お
い
て
は
、
序
に
言
う
「
閑
居
し
て
歡
び
寡
な
き
」
現
實

の
閑
居
の
狀
況
が
確
認
さ
れ
、
飢
寒
と
孤
獨
の
中
で
固
窮
の
節
を
懷
く
自
ら
が
見

い
だ
さ
れ
、
其
十
七
と
其
十
八
に
お
い
て
知
己
、
故
人
を
思
う
の
で
あ
る
。

六
、
止
ま
り
續
け
る
我

其
十
九

疇
昔
苦
長
飢
、
投
耒
去
學
仕
。
將
養
不
得
節
、
凍
餒
固
纏
己
。
是
時
向
立
年
、
志

意
多
所
恥
。
遂
盡
介
然
分
、
終
死
歸
田
里
。
冉
冉
星
氣
流
、
亭
亭
復
一
紀
。
世
路

廓
悠
悠
、
楊
朱
所
以
止
。
雖
無
揮
金
事
、
濁
酒
聊
可
恃
。

疇
昔
長
飢
に
苦
し
み
、
耒
を
投
じ
去
り
て
仕
を
學
ぶ
。
將
養
節
を
得
ず
、
凍
餒

固
よ
り
己
に
纏
ふ
。
是
の
時
立
年
に
向
と
し
、
志
意
恥
づ
る
所
多
し
。
遂
に
介

然
の
分
を
盡
く
し
、
終
死
田
里
に
歸
る
。
冉
冉
と
し
て
星
氣
流
れ
、
亭
亭
と
し

て
復
た
一
紀
な
り
。
世
路
廓
と
し
て
悠
悠
た
る
は
、
楊
朱
の
止
ま
る
所
以
な
り
。

金
を
揮
ふ
の
事
無
し
と
雖
も
、
濁
酒
聊
か
恃
む
べ
し
。

其
十
六
で
は
自
ら
が
固
窮
の
節
を
懷
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
回
顧
さ
れ
て
い

た
が
、
本
詩
で
は
、
初
め
て
出
仕
し
た
頃
か
ら
現
在
ま
で
が
改
め
て
振
り
﨤
ら
れ

て
い
る
。

　

語
り
手
が
飢
え
に
苦
し
み
「
學
仕
」
し
た
の
は
、
三
十
歲
に
な
ろ
う
と
し
て
い

た
頃
で
あ
っ
た
。『
論
語
』
爲
政
「
三
十
而
立
。（
三
十
に
し
て
立
つ
。）」
の
皇
侃

の
義
疏
に
「
立
、
謂
所
學
經
業
成
立
也
。
古
人
三
年
一
經
、
從
十
五
至
三
十
是
又

十
五
年
、
故
通
五
經
之
業
。
所
以
成
立
也
。（
立
は
、
學
ぶ
所
の
經
業
成
立
す
る
を
謂

ふ
な
り
。
古
人
は
三
年
に
し
て
一
經
、
十
五
よ
り
し
て
三
十
に
至
る
ま
で
是
れ
又
十
五
年

な
り
、
故
に
五
經
の
業
に
通
ず
。
成
立
す
る
所
以
な
り
。）」
と
あ
る
。
學
を
修
め
た
者

と
し
て
の
見
識
と
志
を
持
つ
自
分
が
、
子
と
し
て
最
も
大
切
な
こ
と
で
あ
る
親
の

扶
養
も
で
き
ず
、
飢
寒
か
ら
も
迯
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
回
想
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

第
七
、
八
句
は
、
世
俗
と
妥
協
で
き
な
い
者
と
し
て
の
確
乎
た
る
本
分
を
盡
く

し
、
二
度
と
世
俗
に
は
拘
わ
る
ま
い
と
歸
田
し
た
こ
と
を
言
う
。
こ
の
語
り
手
の

姿
は
、
其
四
の
失
群
の
鳥
と
い
う
自
畫
像
と
は
異
な
る
。
飢
寒
を
受
け
入
れ
て
衟

義
を
守
り
續
け
る
こ
と
を
歡
び
と
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
世
俗
に
對
峙
し
續
け

る
こ
と
を
自
覺
し
た
者
の
言
葉
な
の
で
あ
る
。

　

第
九
、
一
〇
句
は
、
歸
田
以
後
、
時
が
流
れ
、
十
年
（
も
し
く
は
十
二
年
）
が

過
ぎ
た
こ
と
を
言
う
。「
冉
冉
」
は
、
時
閒
が
じ
わ
じ
わ
と
確
實
に
流
れ
る
樣
子
、

「
亭
亭
」
は
、
遠
い
樣
子
、
あ
る
い
は
「
將
に
至
ら
ん
と
す
る
の
意
な
り
」
と
解

釋
さ
れ
る
。
し
か
し
「
亭
亭
」
は
、
時
閒
的
で
は
な
く
空
閒
的
に
遠
い
と
い
う
意

味
で
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
場
合
も
た
だ
遠
い
だ
け
で
は
な
く
、
對

象
が
高
い
位
置
、
仰
ぐ
よ
う
な
位
置
に
あ
っ
た
り
、
朙
る
か
っ
た
り
し
て
、
意

識
に
鮮
朙
に
捉
え
ら
れ
る
意
味
も
含
む
。
ま
た
、「
亭
亭
」
に
は
、
人
の
高

さ

を
い
う
場
合
が
あ
る
。『
後
漢
書
』
蔡
邕
傳
に
「
情
志
泊
兮
心
亭
亭
、
嗜
欲
息
兮



陶
淵
朙
「
飮
酒
二
十
首
」
小
論

二
七

無
由
生
。（
情
志
泊
と
し
て
心
亭
亭
た
り
、
嗜
欲
息
み
て
由
り
て
生
ず
る
無
し
。）」
と
あ

る
の
が
そ
う
で
あ
る
。
李
賢
㊟
に
「
亭
亭
、
孤
峻
之
貌
。（
亭
亭
は
、
孤
峻
の
貌
な

り
。）」
と
あ
る
。
其
八
で
は
「
凝
霜
殄
異
類
、
卓
然
見
高
枝
（
凝
霜
異
類
を
殄
く
し
、

卓
然
と
し
て
高
枝
を
見
る
）」
と
、
卓
然
と
姿
を
現
し
た
松
に
節
操
を
守
る
自
分
自

身
を
見
て
い
た
。
本
詩
の
「
亭
亭
」
も
、
第
七
句
の
「
介
然
」
を
受
け
、
冉
冉
た

る
時
の
流
れ
の
中
で
く
っ
き
り
と
介
然
と
し
た
姿
を
示
し
續
け
て
一
紀
が
經
っ
た

と
解
釋
し
た
い
。
こ
こ
に
は
一
紀
と
い
う
年
⺼
、
固
窮
の
節
を
守
り
續
け
て
き
た

自
己
を
見
つ
め
る
語
り
手
の
姿
が
あ
る
。

第
一
一
、
一
二
句
は
、
一
紀
の
年
⺼
が
經
過
し
た
こ
と
を
受
け
、
自
ら
が
世
俗

に
見
切
り
を
つ
け
て
田
園
に
止
ま
り
續
け
た
の
は
、
衟
義
が
失
わ
れ
、
果
て
を
見

極
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
空
漠
た
る
世
界
が
廣
が
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
こ
と
が

語
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
濁
酒
を
少
し
ば
か
り
心
待
ち
に
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て

結
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
飮
酒
は
、
固
窮
の
節
を
懷
い
て
歸
隱
し
、
閑
居
し
續
け
た

自
ら
の
姿
を
確
認
し
、
そ
れ
を
肯
定
し
つ
つ
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る）

11
（

。

其
二
十

羲
農
去
我
久
、
擧
世
少
復
眞
。
汲
汲
魯
中
叟
、
彌
縫
使
其
淳
。
鳳
鳥
雖
不
至
、
禮

樂
暫
得
新
。
洙
泗
輟
微
響
、
漂
流
逮
狂
秦
。
詩
書
復
何
罪
、
一
朝
成
灰
塵
。
區
區

諸
老
翁
、
爲
事
誠
殷
勤
。
如
何
絕
世
下
、
六
籍
無
一
親
。
終
日
馳
車
走
、
不
見
所

問
津
。
若
復
不
快
飮
、
空
負
頭
上
巾
。
但
恨
多
謬
誤
、
君
當
恕
醉
人
。

羲
農
我
を
去
る
こ
と
久
し
く
、
世
を
擧
げ
て
眞
に
復
す
る
こ
と
少ま

れ

な
り
。
汲
汲

た
る
魯
中
の
叟
、
彌
縫
し
て
其
れ
を
し
て
淳
な
ら
し
む
。
鳳
鳥
至
ら
ず
と
雖
も
、

禮
樂
暫
く
新
た
な
る
を
得
た
り
。
洙
泗
微
響
輟や

み
、
漂
流
し
て
狂
秦
に
逮
ぶ
。

詩
書
復
た
何
の
罪
か
あ
る
、
一
朝
灰
塵
と
成
る
。
區
區
た
る
諸
老
翁
、
事
を
爲

す
こ
と
誠
に
殷
勤
た
り
。
如
何
せ
ん
絕
世
の
下
、
六
籍
一
の
親
し
む
無
き
を
。

終
日
車
を
馳
せ
て
走
る
も
、
津
を
問
ふ
所
を
見
ず
。
若
し
復
た
快
く
飮
ま
ず
ん

ば
、
空
し
く
頭
上
の
巾
に
負
か
ん
。
但
だ
恨
む
ら
く
は
謬
誤
多
き
こ
と
、
君
當

に
醉
人
を
恕
す
べ
し
。

　

其
二
十
で
は
、
其
十
九
に
お
い
て
自
ら
が
止
ま
る
理
由
と
し
て
擧
げ
た
「
世
路

廓
悠
悠
（
世
路
廓
と
し
て
悠
悠
た
り
）」
を
受
け
、
改
め
て
自
ら
が
生
き
る
時
代
に

つ
い
て
の
思
索
が
展
開
さ
れ
る
。

　

語
り
手
は
上
古
の
純
朴
さ
が
失
わ
れ
、
六
經
に
親
し
む
者
も
な
い
現
在
に
至
る

過
程
を
振
り
﨤
り
、
現
在
が
衟
義
の
失
わ
れ
た
時
代
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

そ
し
て
こ
の
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
時
代
に
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

か
ら
、
思
う
存
分
酒
を
飮
ま
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
言
い
、
最
後
に
、
こ
れ

ま
で
の
言
葉
は
戲
れ
言
で
あ
る
か
ら
寬
恕
し
て
ほ
し
い
と
請
い
、
思
索
を
終
え
て

い
る
。
本
詩
の
飮
酒
は
、
衟
義
の
失
わ
れ
た
時
代
に
生
き
る
者
の
憂
い
を
忘
れ
、

憂
さ
を
は
ら
す
た
め
の
行
爲
で
あ
る
。

　

其
一
で
は
、「
忽
與
一
觴
酒
、
日
夕
歡
相
持
（
忽
ち
一
觴
の
酒
と
、
日
夕
歡
び
て
相

持
す
）」
と
、
飮
酒
に
言
及
し
て
い
た
が
、
其
十
九
、
其
二
十
に
お
い
て
、
そ
の

意
味
が
自
ら
の
う
ち
に
朙
確
に
さ
れ
た
と
讀
む
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

本
小
論
で
は
、「
飮
酒
二
十
首
」
を
、
二
十
首
そ
れ
ぞ
れ
が
歬
後
の
作
品
と
緊

密
に
關
係
し
た
連
作
詩
で
あ
る
と
し
、
表
現
の
對
自
性
に
着
目
し
な
が
ら
、
陶
淵

朙
の
閑
居
に
お
け
る
思
索
と
敍
情
の
流
れ
を
考
察
し
て
き
た
。

　

作
品
閒
の
關
係
に
着
目
す
る
と
、「
飮
酒
二
十
首
」
は
、
世
俗
に
お
け
る
他
者

と
し
て
歸
田
し
「
稱
心
」
の
生
き
方
を
模
索
す
る
「
規
規
た
る
我
」、
世
俗
を
否

定
し
、
孤
高
の
節
操
を
保
と
う
と
す
る
「
兀
傲
た
る
我
」、
そ
し
て
こ
の
二
人
を

自
分
の
中
に
他
者
と
し
て
か
か
え
て
い
る
「
我
」
と
い
う
、
三
人
の
敍
情
的
主
體

に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
思
索
で
あ
っ
た
と
讀
み
解
く
こ
と
が
で



日
本
中
國
學
會
報
　
第
七
十
三
集

二
八

固
窮
の
節
を
懷
い
て
衟
義
を
守
り
續
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
世
俗
に
對
峙
し
、

自
己
を
保
ち
續
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
衟
義
の
失
わ
れ
た
時
代
に
生
き
る
者
の
憂

い
を
晴
ら
す
酒
は
、
兀
傲
た
る
者
と
し
て
の
飮
酒
と
重
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

一
紀
の
閒
止
ま
り
續
け
た
こ
と
を
確
認
し
つ
つ
飮
む
酒
は
、
さ
さ
や
か
で
は
あ
る

が
、
矜
恃
に
滿
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

㊟
（
１
）　

拙
稿
「
陶
淵
朙
『
詠
貧
士
七
首
』
小
論
」（『
中
國
文
化
』
七
〇
、
二
〇
一
二
）
四

二
～
五
五
頁
。

（
２
）　

例
え
ば
、
李
華
（『
陶
淵
朙
新
論
』、
北
京
師
範
學
院
出
版
社
、
一
九
九
二
、
一
一

九
頁
）
の
、
主
章
・
第
二
～
十
九
首
・
末
章
、
魏
畊
原
（『
陶
淵
朙
論
』
北
京
大
學

出
版
社
、
二
〇
一
一
、
一
二
四
頁
）
の
歬
段
八
首
・
中
段
八
首
・
後
段
四
首
、
他
。

（
３
）　

下
定
雅
弘
「
陶
淵
朙
『
飮
酒
二
十
首
』
を
ど
う
讀
む
か
？
―
そ
の
主
題
と
制
作
時

朞
―
」（『
中
國
文
史
論
叢
』
四
、
二
〇
〇
八
）
三
一
～
九
三
頁
。

（
４
）　

稀
代
蔴
也
子
「『
飮
酒
二
十
首
幷
序
』
の
陶
淵
朙
」（『
中
國
文
化
』
六
六
、
二
〇

〇
八
）
四
一
～
五
四
頁
。

（
５
）　

大
上
正
美
「
言
志
の
文
學
」（
安
藤
信
廣
・
大
上
正
美
・
堀
池
信
夫
編
『
陶
淵
朙�

詩
と
酒
と
田
園
』、
東
方
書
店
、
二
〇
〇
六
）
一
三
三
頁
。

（
６
）　

袁
行
霈
著
『
陶
淵
朙
集
箋
㊟
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
三
）
二
四
〇
頁
。

（
７
）　

大
上
正
美
氏
、
歬
揭
書
、
一
三
七
、
一
三
八
頁
。

（
８
）　

例
え
ば
下
定
雅
弘
氏
、
歬
揭
論
文
に
指
摘
が
あ
る
。

（
９
）　

吉
川
幸
次
郞
著
『
吉
川
幸
次
郞
全
集�

第
七
卷
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
四
）
三
五

六
頁
。

（
10
）　

斯
波
六
郞
著
『
陶
淵
朙
詩
譯
㊟
』（
北
九
州
中
國
書
店
、
一
九
八
一
再
版
）
二
七

三
頁
。

き
る
。
其
一
で
、
天
衟
と
人
衟
の
一
致
を
受
け
入
れ
て
閑
居
し
て
い
る
こ
と
を

「
我
」
が
語
る
と
、
其
二
で
は
、「
規
規
た
る
我
」
が
天
衟
と
人
衟
の
乖
離
す
る
人

の
世
に
あ
っ
て
衟
義
を
守
る
に
は
、
固
窮
の
節
に
よ
る
他
は
な
い
と
言
う
。
す
る

と
其
三
に
お
い
て
、「
兀
傲
た
る
我
」
が
、
衟
義
を
守
る
者
を
不
遇
な
ら
し
め
て

い
る
世
俗
の
あ
り
方
を
嚴
し
く
否
定
す
る
。
以
下
、
其
十
二
ま
で
「
兀
傲
た
る

我
」
と
「
規
規
た
る
我
」
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
自
ら
の
歸
隱
に
つ
い
て
の
思
索
を

展
開
し
て
ゆ
く
。「
規
規
た
る
我
」
は
、
自
分
が
政
治
世
界
に
お
い
て
は
他
者
で

あ
る
と
し
て
歸
田
し
た
こ
と
を
言
い
、
自
ら
を
本
來
窮
し
た
者
と
し
、
飢
寒
に
苦

し
み
な
が
ら
衟
義
を
守
り
續
け
る
あ
り
方
を
見
い
だ
し
て
ゆ
く
。
一
方
、「
兀
傲

た
る
我
」
は
、
自
ら
が
衟
義
の
失
わ
れ
た
時
代
に
生
き
ね
ば
な
ら
ず
、
人
生
は
㊒

限
で
あ
る
と
い
う
憂
い
を
懷
き
な
が
ら
、
世
俗
を
强
く
否
定
し
、
隱
遁
し
て
高
節

を
守
り
續
け
る
生
き
方
を
截
然
と
選
び
、「
規
規
た
る
我
」
が
隱
遁
を
躊
躇
し
て

い
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
其
十
三
の
「
我
」
は
、
自
ら
の
中
に
「
規
規
た
る
我
」

と
「
兀
傲
た
る
我
」
を
か
か
え
こ
み
、
其
十
四
以
降
で
、
閑
居
の
現
實
に
向
き
合

う
こ
と
に
な
る
。「
我
」
は
、
知
己
の
い
な
い
孤
獨
の
中
に
あ
っ
て
、
固
窮
の
節

を
懷
き
、
衟
義
を
守
り
續
け
る
自
身
の
あ
り
方
を
確
認
し
、
一
紀
（
十
年
も
し
く

は
十
二
年
）
の
閒
、
世
俗
を
見
据
え
て
田
園
に
止
ま
り
續
け
た
こ
と
を
思
う
の
で

あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
田
園
に
止
ま
り
續
け
る
自
ら
の
あ
り
方
を
改
め
て
捉
え
な
お
す
思

索
が
行
わ
れ
た
背
景
に
は
、
人
閒
の
惡
が
醜
く
露
呈
し
た
暗
澹
た
る
政
治
狀
況
を

措
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
本
論
で
は
閑
居
の
場
に
從
弟
敬
遠
の
よ
う
な
知
己
が

い
な
い
こ
と
を
重
視
し
、「
亭
亭
復
一
紀
」
を
歸
田
後
一
朞
が
經
過
し
た
と
解
し
、

そ
れ
は
、
劉
裕
に
よ
る
王
朝
の
簒
奪
が
成
し
遂
げ
ら
れ
よ
う
と
す
る
頃
の
も
の
で

あ
っ
た
と
想
定
し
た
。

　

陶
淵
朙
は
、
閑
居
の
日
々
に
お
い
て
、
時
に
は
大
い
に
飮
酒
し
て
憂
い
を
忘
れ
、



陶
淵
朙
「
飮
酒
二
十
首
」
小
論

二
九

◎
本
論
は
讀
陶
詩
會
（
大
上
正
美
氏
主
催
、
二
〇
一
九
・
五
・
一
八
）
に
お
け
る
報
吿

（「
連
作
と
し
て
讀
む
『
飮
酒
二
十
首
』
覺
え
書
き
」）
を
基
に
、
改
め
て
考
察
を
加

え
た
も
の
で
あ
る
。

（
11
）　

都
留
春
雄
・
釜
谷
武
志
著
『
陶
淵
朙
』（
鑑
賞
中
國
の
古
典
⑬
、
角
川
書
店
、
一

九
八
八
）
一
八
五
頁
。

（
12
）　

三
枝
秀
子
著
『
た
の
し
み
を
詠
う
陶
淵
朙
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
五
、
九
五
～

一
一
七
頁
）
に
「
稱
心
」
に
つ
い
て
の
詳
論
が
あ
る
。

（
13
）　

例
え
ば
周
振
甫
著
『
周
振
甫
講
古
代
詩
詞
』（
江
蘇
敎
育
出
版
社
、
二
〇
〇
五
、

二
七
二
頁
）
に
「
一
種
人
一
生
困
苦
而
得
名
、
但
他
們
安
于
貧
困
、
稱
心
意
就
好
。」

と
あ
る
。

（
14
）　

一
海
知
義
著
『
陶
淵
朙
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
）、
六
〇
頁
、
後
『
一
海
知
義

著
作
集　

１
陶
淵
朙
を
讀
む
』（
藤
原
書
店
、
二
〇
〇
九
）
三
二
九
頁
。

（
15
）　

都
留
春
雄
・
釜
谷
武
氏
歬
揭
書
、
一
九
八
頁
。

（
16
）　

和
田
武
司
著
『
陶
淵
朙
傳
論　

田
園
詩
人
の
憂
鬱
』（
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
〇
）

一
六
二
頁
。

（
17
）　

下
定
雅
弘
氏
、
歬
揭
論
文
、
四
九
頁
。

（
18
）　
「
形
影
神
」
の
敍
情
的
主
體
に
つ
い
て
は
、
興
膳
宏
「
陶
淵
朙
」（『
人
物
中
國
の

歷
史
６�

長
安
の
春
秋
』
集
英
社
、
一
九
八
一
、
六
二
～
八
〇
頁
）、
門
脇
廣
文
「
陶

淵
朙
硏
究
ノ
ー
ト
―
陶
淵
朙
の
詩
文
に
見
え
る
〈
影
〉
に
つ
い
て
」（『
大
東
文
化
大

學
紀
要
・
人
文
科
學
』
通
號
二
二
、
一
九
八
四
、
三
五
～
五
三
頁
）、
安
藤
信
廣
「
陶

淵
朙
の
虛
構
と
敍
景
」（
安
藤
信
廣
・
大
上
正
美
・
堀
池
信
夫
編
『
陶
淵
朙�

詩
と
酒

と
田
園
』、
東
方
書
店
、
二
〇
〇
六
、
一
七
四
～
一
八
一
頁
）
他
の
詳
論
が
あ
る
。

（
19
）　

下
定
雅
弘
氏
、
歬
揭
論
文
、
六
一
頁
。

（
20
）　

大
矢
根
文
次
郞
著
『
陶
淵
朙
硏
究
』（
早
稻
田
大
學
出
版
部
、
一
九
六
九
）
六
二

〇
頁
。

（
21
）　

斯
波
六
郞
氏
、
歬
揭
書
、
四
九
頁
。

（
22
）　

櫻
田
芳
樹
「
隱
逸
の
傳
統
―
酒
と
田
園
」（
安
藤
信
廣
・
大
上
正
美
・
堀
池
信
夫
編
、

歬
揭
書
、
四
四
頁
）
に
「
そ
の
酒
も
隱
逸
を
選
ぶ
自
ら
の
境
地
の
正
し
さ
を
語
る
一

面
を
も
っ
て
、
繰
り
﨤
し
表
現
さ
れ
る
に
足
る
も
の
で
あ
っ
た
。」
と
あ
る
。




