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⺼
八
日
　
發
行

「
溝
壑
を
塡
む
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こ
と
―
文
天
祥
試
論
―
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六
二

は
じ
め
に

『
孟
子
』
滕
文
公
章
句
下
に
、「
志
士
不
忘
在
溝
壑
、
勈
士
不
忘
喪
其
元
（
志
士

は
溝こ

う

壑が
く

に
在
る
を
忘
れ
ず
、
勈
士
は
其
の
元こ

う
べ

を
喪う

し
な

う
を
忘
れ
ず（

１
））」
と
あ
る
。「
溝
壑

に
在
り
」
に
類
す
る
言
い
方
に
は
「
溝
壑
を
塡
む
」
な
ど
が
あ
る
。
以
下
、「
溝

壑
」
と
略
す（

２
）。

「
溝
壑
」
と
は
、
志
士
は
義
の
た
め
な
ら
ば
窮
死
し
て
屍
を
溝
や
谷
に
棄
て
ら

れ
て
も
よ
い
と
覺
悟
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
念
を
示
し
た
も
の

で
あ
る（

３
）。
こ
れ
は
「
生
を
舍す

て
て
義
を
取
る
」（『
孟
子
』
吿
子
章
句
上
）
理
念
に
も

通
ず
る
。
人
は
誰
し
も
死
に
對
し
て
は
恐
怖
を
抱
く
も
の
だ
が
、
忠
義
の
念
は
そ

の
恐
怖
を
も
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
理
念
は
近
代

に
至
る
ま
で
東
ア
ジ
ア
に
廣
く
受
け
繼
が
れ
、
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
與
え
て
き
た
。

我
が
國
に
お
い
て
は
、
吉
田
松
陰
が
獄
中
に
あ
っ
て
『
講
孟
箚
記
』
に
こ
の
言
葉

を
引
き
、「
溝
壑
を
さ
へ
忘
れ
ざ
れ
ば
、
生
を
囹れ

い

圄ぎ
ょ

に
終
る
と
て
、
少
し
も
頓と
ん

着じ
ゃ
く

は
あ
る
ま
じ
」
と
述
べ
て
い
る（
４
）。

本
稿
は
、
南
宋
末
の
文
天
祥
（
一
二
三
六
―
一
二
八
三
）
の
文
學
に
お
い
て
、
こ

の
「
溝
壑
」
と
い
う
理
念
が
い
か
に
し
て
繼
承
さ
れ
、
表
現
さ
れ
て
い
る
か
、
そ

こ
に
は
ど
の
よ
う
な
特
徵
が
あ
る
か
に
つ
い
て
檢
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
、「
溝
壑
」
と

天
祥

　

中
國
に
お
い
て
、「
溝
壑
」
を
恐
れ
な
い
姿
勢
は
、
基
本
的
に
は
忠
臣
の
あ
る

べ
き
姿
と
し
て
記
述
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、『
漢
書
』
趙
充
國
傳
に
は
「
臣
得

蒙
天
子
厚
恩
、
父
子
俱
爲
顯
列
。
臣
位
至
上
卿
、
𣝣
爲
列
侯
、
犬
馬
之
齒
七
十

六
、
爲
朙
詔
塡
溝
壑
、
死
骨
不
朽
、
亡
所
顧
念
（
わ
た
く
し
は
天
子
の
厚
い
恩
を
受

け
、
父
子
共
に
臣
下
と
し
て
重
用
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
わ
た
く
し
の
位
は
上
卿
に
至
り
、

𣝣
は
列
侯
と
な
り
ま
し
た
。
い
ま
齡
七
十
六
に
な
り
、
天
子
の
詔
敕
で
溝
壑
を
塡
め
る
こ

と
に
な
っ
た
な
ら
ば
、
死
し
て
も
骨
は
朽
ち
ず
、
心
殘
り
は
あ
り
ま
せ
ん
）」
と
あ
る（
５
）。

　

し
か
し
な
が
ら
一
方
で
、『
三
國
志
』
魏
書
・
陳
思
王
傳
に
は
「
常
恐
先
朝
露
、

塡
溝
壑
、
墳
土
未
乾
、
而
身
名
竝
滅
（
朝
の
露
に
先
ん
じ
て
、
溝
壑
を
塡
め
る
こ
と
に

な
り
、
墳
墓
の
土
が
ま
だ
乾
か
ぬ
う
ち
に
、
身
も
名
も
と
も
に
消
滅
す
る
こ
と
を
常
に
心

配
し
て
お
り
ま
す（
６
））」
と
あ
る
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
溝
壑
」
の
結

果
と
し
て
、
自
ら
の
名
も
遺
骸
も
朽
ち
て
後
世
に
傳
わ
ら
な
い
こ
と
へ
の
恐
れ
で

あ
る
。
つ
ま
り
「
溝
壑
」
に
は
、
單
に
『
孟
子
』
に
述
べ
ら
れ
る
よ
う
な
死
を
も

恐
れ
ぬ
忠
義
の
理
念
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
野
垂
れ
死
ぬ
こ
と
に
對
し
て
人
閒
誰

「
溝
壑
を
塡
む
」
と
い
う
こ
と
―
文
天
祥
試
論

―

　
　

�
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「
溝
壑
を
塡
む
」
と
い
う
こ
と

六
三

失
敗
し
、
抑
留
さ
れ
る
。
こ
の
危
機
的
狀
況
に
際
し
、
彼
は
友
人
の
劉
小
村）
（1
（

に
宛

て
た
詩
「
思
小
村
」（
卷
十
三
）
で
「
溝
壑
」
に
初
め
て
言
及
す
る
。

委
骨
草
莽
兮
時
廼
天
命　
　

骨
を
草
莽
に
委す

つ
る
は　

時こ

れ
廼す

な
わ

ち
天
命
な

り自
古
孰
無
死
兮
首
丘
爲
正　

古
い
に
し
え

自
り
孰た
れ

か
死
す
る
無
か
ら
ん���

首
丘　

正

し
き
を
爲
さ
ん

骨
を
草
む
ら
に
捨
て
る
の
も
、
す
な
わ
ち
天
命
で
あ
る
。
古
よ
り
死
な
な
い

者
は
な
い
。
自
分
が
死
ぬ
と
き
に
は�

（『
禮
記
』
檀
弓
上
に
「
狐
は
死
し
て
正
し

く
丘き

ゅ
う

に
首し

ゅ

す
る
は
、
仁
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に）

（（
（

）
首
を
正
し
く
故
鄕
に
向
け
る

こ
と
と
し
よ
う
。

こ
こ
で
は
「
骨
を
草
む
ら
に
捨
て
ら
れ
る
こ
と
」
す
な
わ
ち
「
溝
壑
」
は
天
命

で
あ
る
と
し
、
た
と
え
「
溝
壑
を
塡
む
」
る
よ
う
な
事
態
に
な
っ
た
と
し
て
も
、

正
し
く
首
を
故
鄕
に
向
け
て
死
の
う
と
宣
言
す
る
。

「
溝
壑
」
を
恐
れ
な
い
姿
勢
は
、
同
年
三
⺼
の
作
「
高
沙
衟
中
」（
卷
十
三
）
に

も
示
さ
れ
て
い
る
。

初
學
蘇
子
卿　
　

初
め
は
學
ぶ　

蘇
子
卿

終
慕
魯
仲
連　
　

終
に
慕
う　

魯
仲
連

爲
我
王
室
故　
　

我　

王
室
が
爲た

め

の
故
に

持
此
金
石
堅　
　

此
の
金
石
の
堅
を
持
す

自
古
皆
㊒
死　
　

古
自
り　

皆
死
㊒
り

義
不
汚
腥
羶　
　

義
と
し
て
腥せ

い

羶せ
ん

に
汚
さ
れ
ず

求
仁
而
得
仁　
　

仁
を
求
め
て
仁
を
得
れ
ば

寧
怨
溝
壑
塡　
　

寧
ぞ
怨
ま
ん　

溝
壑
を
塡
む
る
を

初
め
は
蘇
武
に
學
び
、
終
わ
り
に
は
魯
仲
連
を
慕
う
。
私
は
王
室
の
た
め
、

金
石
の
よ
う
に
堅
い
志
を
持
ち
續
け
て
い
る
。
古
よ
り
人
は
皆
死
ぬ
も
の
で

し
も
が
抱
く
恐
怖
を
象
徵
す
る
側
面
も
あ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
搖
ら
ぎ
を
持
ち
な
が
ら
脉
々
と
受
け
繼
が
れ
て
き
た
「
溝
壑
」
を

考
え
る
う
え
で
、
實
際
に
「
溝
壑
を
塡
む
」
る
よ
う
な
危
機
に
瀕
し
た
人
物
と
し

て
㊟
目
さ
れ
る
の
が
、
文
天
祥
で
あ
る
。
文
天
祥
は
南
宋
王
朝
の
宰
相
と
し
て
敵

國
モ
ン
ゴ
ル
と
の
戰
爭
に
身
を
投
じ
た
が
、
囚
わ
れ
て
約
三
年
を
牢
獄
で
過
ご
し

た
の
ち
に
處
刑
さ
れ
た
。
彼
は
こ
の
閒
に
自
ら
の
屍
が
「
溝
壑
を
塡
む
」
る
こ
と

に
つ
い
て
繰
り
﨤
し
詩
に
う
た
っ
て
い
る
。
そ
の
數
は
三
十
首
近
く
、
他
に
例
を

見
な
い
ほ
ど
で
あ
り
、「
溝
壑
」
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
、
極
め
て
興
味
深
い

人
物
で
あ
る
と
い
え
る
。

文
天
祥
は
死
後
、
忠
烈
の
士
と
し
て
尊
崇
の
對
象
と
な
っ
て
き
た
が
、
そ
の
評

價
を
決
定
づ
け
た
の
が
、「
正
氣
歌
」（『
文
山
先
生
全
集
』
卷
十
四（
７
））
で
あ
る
。「
正

氣
歌
」
に
は
「
分
作
溝
中
瘠
」

―
溝
の
中
の
瘦
せ
た
死
體
と
な
る
こ
と
も
、
甘

ん
じ
て
受
け
入
れ
よ
う
、
と
あ
り
、『
孟
子
』
以
來
一
般
化
し
た
自
ら
の
信
ず
る

理
念
の
た
め
な
ら
命
を
も
投
げ
出
す
と
い
う
、「
溝
壑
」
を
恐
れ
な
い
姿
勢
が
示

さ
れ
て
い
る（

８
）。
後
世
、
こ
の
よ
う
な
側
面
に
の
み
焦
點
が
あ
て
ら
れ
る
こ
と
で
、

文
天
祥
は
も
っ
ぱ
ら
忠
臣
の
鑑か

が
み

と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。

だ
が
、
後
世
偶
像
化
さ
れ
た
文
天
祥
の
姿
は
、
必
ず
し
も
生
身
の
人
閒
と
し
て

の
彼
の
姿
と
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
本
稿
で
は
、「
溝
壑
」
を
め
ぐ
る
文
天

祥
自
身
の
言
葉（

９
）を
手
掛
か
り
に
、『
孟
子
』
に
說
か
れ
た
理
念
と
、
現
實
に
直
面

し
た
死
の
恐
怖
と
の
狹
閒
で
、
彼
が
何
を
考
え
、
ど
の
よ
う
に
苦
惱
し
た
の
か
を

考
察
す
る
こ
と
で
、
や
や
も
す
れ
ば
偶
像
化
の
背
後
に
覆
い
隱
さ
れ
て
き
た
、
彼

の
人
閒
像
の
一
端
を
朙
ら
か
に
し
た
い
。

二
、「
溝
壑
」
に
對
す
る
姿
勢
の
變
化

文
天
祥
は
德
祐
二
年
（
一
二
七
六
）
一
⺼
、
モ
ン
ゴ
ル
軍
と
の
交
涉
に
赴
く
が



日
本
中
國
學
會
報
　
第
七
十
四
集

六
四

北
風
が
我
が
鐵
馬
の
塵
に
追
い
す
が
る
。
初
め
は
身
內
の
者
た
ち
に
思
い
が

け
な
い
災
禍
が
集
ま
っ
た
こ
と
を
氣
の
毒
に
思
っ
た
が
、
今
で
は
私
の
方
が

身
內
の
者
た
ち
か
ら
氣
の
毒
が
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
お
歬
た

ち
（
妻
子
）
が
北
の
地
に
捕
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ず
っ
と
胸

の
內
に
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
る
。
私
が
死
ん
だ
と
き
に
は
、
い
っ
た
い
誰
が

私
の
骨
を
收
め
て
く
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
詩
は
南
宋
滅
亡
後
の
至
元
十
六
年
（
一
二
七
九
）
九
⺼
、
モ
ン
ゴ
ル
軍
の

船
に
囚
わ
れ
て
北
へ
と
向
か
う
衟
中
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
先
述
の
通
り
、

「
六
歌
」
は
家
族
離
散
の
悲
劇
に
つ
い
て
述
べ
た
連
作
で
あ
る
が
、
右
に
擧
げ
た

其
六
に
お
い
て
は
「
初
憐
骨
肉
鍾
奇
禍
、
而
今
骨
肉
相
憐
我
」
と
あ
っ
て
、
今
や

自
分
の
方
こ
そ
、
憐
れ
ま
れ
る
べ
き
悲
慘
な
狀
況
に
あ
る
と
述
べ
る
。
悲
慘
な
狀

況
と
は
何
か
。
そ
れ
は
「
我
死
誰
當
收
我
骸
」

―
私
が
死
ん
だ
と
き
に
は
、
い

っ
た
い
誰
が
骨
を
拾
っ
て
く
れ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
懸
念
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
、

す
な
わ
ち
「
溝
壑
を
塡
む
」
る
よ
う
な
事
態
に
陷
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
文
天
祥
は

第
七
句
に
お
い
て
「
汝
在
北
兮
嬰
我
懷
」
と
述
べ
、
妻
子
が
モ
ン
ゴ
ル
に
囚
わ
れ

た
こ
と
に
對
す
る
悲
し
み
を
う
た
う
が
、
最
終
的
に
は
自
分
自
身
の
骨
を
故
鄕
に

歸
す
こ
と
、「
歸
骨
」
が
叶
わ
な
い
こ
と
に
對
す
る
恐
れ
を
述
べ
る
。
文
天
祥
に

と
っ
て
家
族
の
離
散
は
、
自
ら
の
「
歸
骨
」
と
直
結
す
る
問
題
で
あ
っ
た
か
ら
こ

そ
、
よ
り
一
層
悲
慘
な
出
來
事
と
し
て
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
至
元
十
八
年
（
一
二
八
一
）
三
⺼
、
獄
中
の
作
「
寒
⻝
」（
卷
十
四
）
で

は
、
次
の
よ
う
に
う
た
わ
れ
る
。

撲
面
風
沙
驚
我
在　
　

面
を
撲う

つ
風
沙　

我
を
驚
か
し
て
在
り

滿
襟
霜
露
痛
誰
堪　
　

襟
に
滿
つ
霜
露　

痛
く
し
て
誰
か
堪
え
ん

何
當
歸
骨
先
人
墓　
　

何い

當つ

か　

骨
を
先
人
の
墓
に
歸
し
て

千
古
不
爲
丘
首
慚　
　

千
古　

丘
首
の
慚は

じ

を
爲
さ
ざ
る
べ
し

あ
り
、
義
は
腥
羶
（
汚
ら
わ
し
い
も
の
）
に
汚
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
仁
を
求

め
て
仁
を
得
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
溝
壑
を
塡
め
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
ど

う
し
て
怨
も
う
か
。

こ
の
詩
は
モ
ン
ゴ
ル
軍
か
ら
の
迯
避
行
の
衟
中
に
襲
擊
に
遭
っ
た
こ
と
に
つ
い

て
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
義
は
汚
れ
る
こ
と
は
な
い
と
し
、
仁
を
求
め
た
う
え
で

の
「
溝
壑
」
な
ら
ば
怨
み
は
し
な
い
と
う
た
う
。
こ
れ
ら
二
首
は
、
い
ず
れ
も
南

宋
王
朝
の
滅
亡
歬
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
文
天
祥
は
「
溝
壑
」
を
恐
れ
ず
、

自
ら
の
生
命
よ
り
も
義
を
全
う
す
る
こ
と
を
重
視
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
と
い

え
る
。

と
こ
ろ
が
、
南
宋
王
朝
の
滅
亡
後
に
書
か
れ
た
詩
に
は
や
や
異
な
る
態
度
が
表

現
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
「
六
歌
」（
卷
十
四
）
は
、
其
一
か
ら
其
五
に
お

い
て
家
族
一
人
一
人
（
妻
・
妹
・
娘
・
息
子
・
妾
）
と
の
思
い
出
を
振
り
﨤
り
、
別

れ
に
對
す
る
悲
し
み
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
最
後
の
其
六
で
は
自
分
自
身
の

人
生
と
骨
の
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
う
た
っ
て
い
る
。

我
生
我
生
何
不
辰　
　

我
が
生　

我
が
生　

何
ぞ
辰と

き

な
ら
ざ
る

孤
根
不
識
桃
李
春　
　

孤
根
は
識し

ら
ず　

桃
李
の
春

天
寒
日
短
重
愁
人　
　

天
寒
く
日
短
く　

重
ね
て
人
を
愁
え
し
め

北
風
隨
我
鐵
馬
塵　
　

北
風　

我
が
鐵
馬
の
塵
に
隨
う

初
憐
骨
肉
鍾
奇
禍　
　

初
め　

骨
肉
に
奇
禍
の
鍾あ

つ
ま

り
し
を
憐
れ
む
も

而
今
骨
肉
相
憐
我　
　

而
今　

骨
肉　

我
を
相
い
憐
れ
む

汝
在
北
兮
嬰
我
懷　
　

汝　

北
に
在
り　

我
が
懷こ

こ
ろ

に
嬰か
か

る

我
死
誰
當
收
我
骸　
　

我
死
せ
ば　

誰
か
當
に
我
が
骸む

く
ろ

を
收
む
べ
き

私
の
人
生
は
、
ど
う
し
て
良
い
時
節
に
當
た
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
孤

獨
に
生
え
た
草
の
根（
私
）は
、爛
漫
と
桃
李
の
咲
く
春
も
見
た
こ
と
が
な
い
。

天
は
寒
々
し
く
日
は
短
く
、
一
層
私
の
氣
持
ち
を
愁
え
さ
せ
、（
戰
場
で
は
）



「
溝
壑
を
塡
む
」
と
い
う
こ
と

六
五

こ
れ
ら
の
詩
に
う
た
わ
れ
る
「
歸
骨
」
を
願
う
氣
持
ち
は
、『
孟
子
』
に
示
さ

れ
た
志
士
と
し
て
の
「
溝
壑
」
の
理
念
を
聲
高
に
主
張
す
る
よ
う
な
姿
勢
と
は
や

や
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
文
天
祥
の
「
溝
壑
」
に
對
す
る
意
識
は
決
し

て
一
定
不
變
の
も
の
で
は
な
く
、
南
宋
王
朝
の
滅
亡
歬
後
で
は
そ
の
意
識
に
少
な

か
ら
ず
變
化
が
生
じ
た
と
い
え
よ
う
。

三
、
王
朝
滅
亡
前
後
で
の
變
化
の
要
因

こ
の
よ
う
な
變
化
の
要
因
と
し
て
は
何
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
忠
を
盡
く

す
べ
き
對
象
で
あ
る
南
宋
王
朝
が
失
わ
れ
た
こ
と
が
要
因
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
れ
に
加
え
て
大
き
く
二
つ
の
要
因
が
指
摘
で
き
る
。
一

つ
は
戰
場
で
悲
慘
な
現
實
を
體
驗
し
た
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
孝
の
問
題
で

あ
る
。

（
一
）
戰
場
で
の
實
體
驗

ま
ず
第
一
に
、
戰
場
で
の
實
體
驗
と
し
て
は
、
戰
死
者
の
屍
が
戰
場
に
捨
て
置

か
れ
る
光
景
を
目
に
し
た
經
驗
が
擧
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
德
祐
二
年（
一
二
七
六
）

三
⺼
に
書
か
れ
た
「
發
高
沙
」（
卷
十
三
）
序
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

自
至
城
子
河
、
積
尸
盈
野
、
水
中
流
尸
無
數
、
臭
穢
不
可
當
、
上
下
幾
二
十

里
無
閒
斷
。

城
子
河
に
至
っ
て
か
ら
、
戰
死
者
の
屍
が
戰
場
に
折
り
重
な
り
、
水
中
に
流

さ
れ
る
屍
も
無
數
に
あ
っ
て
、
ひ
ど
い
死
臭
が
立
ち
込
め
て
い
た
。
こ
の
光

景
が
上
下
二
十
里
餘
り
の
閒
、
途
切
れ
る
こ
と
な
く
續
い
て
い
た
。

こ
の
描
寫
の
中
に
は
「
積
尸
」「
流
尸
」
と
い
っ
た
言
葉
が
繰
り
﨤
し
使
わ
れ

て
お
り
、
死
臭
が
立
ち
込
め
て
い
た
と
の
表
現
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
文
天
祥
が
戰

場
で
無
數
の
死
體
が
散
亂
す
る
樣
子
を
目
の
當
た
り
に
し
、
血
と
死
臭
の
中
に
實

際
に
身
を
置
い
た
こ
と
で
、
現
實
問
題
と
し
て
の
「
溝
壑
」
の
悲
慘
さ
に
强
い
衝

顏
に
吹
き
付
け
る
砂
塵
が
私
を
驚
か
せ
る
。
襟
に
滿
ち
る
霜
と
露
の
痛
み
に

は
、
誰
が
耐
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。（
私
の
死
後
）
い
つ
に
な
れ
ば
、
故

鄕
の
墓
に
骨
を
歸
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
そ
う
す
れ
ば
、
首
だ
け
故

鄕
に
向
け
て
死
ぬ
と
い
う
恥
を
千
古
に
殘
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
嚴
し
く
耐
え
が
た
い
獄
中
の
寒
さ
を
う
た
っ
た
う
え
で
「
私
が
死
ん

だ
ら
早
く
故
鄕
の
墓
に
骨
を
﨤
し
て
、
首
だ
け
故
鄕
に
向
け
て
死
ぬ
と
い
う
恥
を

な
さ
な
い
よ
う
に
し
た
い
」
と
し
、「
歸
骨
」
し
た
い
と
い
う
思
い
を
朙
確
に
述

べ
て
い
る
。
こ
の
詩
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
の
は
、「
丘
首
」
が
恥
ず
べ
き
も
の

と
捉
え
ら
れ
て
い
る
點
で
あ
る
。
こ
れ
は
歬
揭
「
思
小
村
」（
卷
十
三
）
に
お
い
て
、

「
首
丘
爲
正
」

―
た
と
え
溝
壑
を
塡
め
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
正
し
く

首
を
丘
に
向
け
て
死
の
う
、
と
述
べ
「
溝
壑
」
の
結
果
と
し
て
の
「
丘
首
」
を
肯

定
的
に
捉
え
て
い
た
の
と
は
大
き
く
異
な
る
。

ま
た
、
同
年
初
夏
の
作
「
覽
鏡
見
鬚
髯
消
落
爲
之
流
涕
（
鏡
を
覽
て
鬚
髯
の
消
落

す
る
を
見
、
之
が
爲
め
に
流
涕
す
）」（
卷
十
四
）
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

今
日
形
骸
遲
一
死　
　

今
日
の
形
骸　

一
死
を
遲ま

つ

向
來
事
業
竟
徒
勞　
　

向
來
の
事
業　

竟
に
徒
勞
な
り）

（1
（

靑
山
是
我
安
魂
處　
　

靑
山　

是
れ
我
が
魂
を
安
ん
ず
る
の
處

淸
夢
時
時
賦
大
刀　
　

淸
夢　

時
時　

大
刀
を
賦
す

い
ま
、
私
の
こ
の
身
は
た
だ
死
を
待
つ
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
事
業
は

つ
い
に
徒
勞
で
あ
っ
た
。
故
鄕
の
靑
山
こ
そ
、
私
の
魂
を
安
ん
ず
る
べ
き
場

所
だ
。
淸
ら
か
な
夢
の
中
で
は
、
た
び
た
び
「
大
刀
（
還
鄕
詩
）
（1
（

）」
を
作
る
。

こ
こ
で
は
自
分
の
姿
を
た
だ
死
を
待
つ
だ
け
の
「
形
骸
」
と
見
な
し
、
忠
を
盡

く
し
た
は
ず
の
自
分
の
人
生
を
、
結
局
の
と
こ
ろ
徒
勞
で
あ
っ
た
と
完
全
に
否
定

す
る
。
そ
の
う
え
で
、
夢
の
中
で
も
歸
鄕
の
思
い
を
抱
い
て
い
る
と
う
た
い
、
故

鄕
の
靑
山
こ
そ
死
後
の
魂
を
休
め
る
べ
き
場
所
で
あ
る
と
述
べ
る
。
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死
生
、
晝
夜
事
也
。
死
而
死
矣
、
而
境
界
危
惡
、
層
見
錯
出
、
非
人
世
所
堪
。

痛
定
思
痛
、
痛
何
如
哉
。

あ
あ
、
私
が
死
に
か
け
た
こ
と
は
幾
た
び
か
數
え
き
れ
な
い
。
…
…
海
陵
に

至
り
、
高
沙
に
至
り
、
常
に
無
實
の
ま
ま
死
ぬ
こ
と
を
恐
れ
て
い
た
。
…
…

小
舟
で
大
波
に
乘
り
出
し
た
の
は
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
そ
う
し
た
の
で
あ

り
、
死
は
も
と
よ
り
度
外
に
付
し
て
い
た
。
あ
あ
、
死
生
に
晝
も
夜
も
な
い
。

死
ね
ば
死
ん
で
し
ま
う
だ
け
の
こ
と
だ
が
、
危
險
な
狀
況
は
續
け
ざ
ま
に
か

わ
る
が
わ
る
出
現
し
て
、
人
の
耐
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
苦
し

み
が
お
さ
ま
っ
て
か
ら
苦
し
み
を
振
り
﨤
れ
ば
、
そ
の
苦
し
さ
は
な
ん
た
る

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
。

こ
こ
で
は
「
死
は
固
よ
り
之
を
度
外
に
付
す
」
と
あ
っ
て
、
死
を
覺
悟
し
て
い

た
こ
と
を
示
す
言
葉
も
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
一
方
で
、戰
場
で
の
體
驗
を「
人

世
の
堪
う
る
所
に
非
ず
」
と
し
て
、
自
分
自
身
が
死
の
危
機
に
陷
っ
た
場
面
を
逐

一
思
い
﨤
し
て
書
き
連
ね
る
こ
と
に
膨
大
な
言
葉
を
費
や
し
て
い
る）

（1
（

。
こ
の
よ
う

な
點
か
ら
見
て
も
、
文
天
祥
が
必
ず
し
も
現
實
的
に
死
を
「
度
外
に
付
」
し
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
朙
ら
か
で
あ
ろ
う
。
彼
は
死
を
恐
れ
な
い
姿
勢
を
理
念

と
し
て
は
持
っ
て
い
た
も
の
の
、
實
際
に
戰
場
で
死
に
か
け
る
よ
う
な
苦
し
い
體

驗
を
し
た
こ
と
で
、
理
念
が
あ
く
ま
で
も
理
念
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
知
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
溝
壑
」
に
對
す
る
姿
勢
の
變
化
の
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う

に
死
そ
の
も
の
に
對
す
る
捉
え
方
が
現
實
味
を
增
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ

う
。ま

た
、
戰
場
に
お
け
る
實
體
驗
の
例
と
し
て
は
、
友
人
の
「
歸
骨
」
を
叶
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
問
題
に
遭
遇
し
た
こ
と
も
擧
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
「
哭

金
路
分
應
」（
卷
十
三
）
の
序
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

予
哭
之
痛
。
其
歛
也
以
隨
身
衣
服
、
其
棺
如
常
。
翌
日
、
葬
西
門
☃
窖
邊
。

擊
を
受
け
、
恐
怖
を
抱
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
至
高
沙
」（
卷
十

三
）
の
序
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

予
倉
皇
至
高
沙
、
驚
魂
靡
定
。
回
思
初
四
土
圍
中
、
初
五
竹
林
裏
、
幾
死
於

是
。
使
果
不
免
、
委
骨
草
莽
、
誰
復
知
之
。

私
は
慌
た
だ
し
く
高
沙
に
や
っ
て
き
て
以
來
、
心
が
動
搖
し
、
落
ち
着
け
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
思
い
﨤
せ
ば
、
四
日
に
は
土
壘
の
中
で
、
五
日
に
は
竹

林
の
中
で
、
ほ
と
ん
ど
死
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
も
し
免
れ
る
こ
と
が
で
き

な
け
れ
ば
、骨
を
草
莽
に
捨
て
る
こ
と
に
な
り
、い
っ
た
い
誰
が
私
の
死
（
骨

の
在
り
處
）
を
知
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
。

こ
の
序
で
は
自
分
が
命
を
落
と
す
危
機
に
遭
遇
し
た
こ
と
を
振
り
﨤
り
な
が
ら
、

も
し
骨
を
草
む
ら
に
さ
ら
す
よ
う
な
こ
と
に
な
れ
ば
、
誰
に
も
自
分
の
死
を
知
っ

て
も
ら
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
恐
怖
を
述
べ
る
。
詩
で
は
次
の
よ
う
に
う

た
う
。若

使
兩
遭
豺
虎
手　
　

若も

使し　

兩ふ
た

つ
な
が
ら
豺さ
い

虎こ

の
手
に
遭
わ
ば

而
今
玉
也
㊒
誰
埋　
　

而
今　

玉
も
也
た
誰
か
埋
む
る
㊒
ら
ん

も
し
豺さ

い

と
虎こ

の
兩
方
（
殘
虐
な
モ
ン
ゴ
ル
兵
）
に
遭
え
ば
、
今
や
英
雄
の
骨
で

さ
え
誰
も
葬
っ
て
く
れ
な
い
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
の
「
玉
（
英
雄
の
骨
）」
と
は
文
天
祥
自
身
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
英
傑
で
あ
る
は
ず
の
自
分
も
「
溝
壑
」
の
事
態
に
あ
え
ば
、
散
亂
す
る
名
も

な
き
死
體
の
一
つ
と
し
て
、
誰
に
も
知
ら
れ
な
い
ま
ま
放
置
さ
れ
る
可
能
性
が
あ

る
こ
と
を
痛
感
す
る
の
で
あ
る
。

自
ら
の
戰
場
で
の
實
體
驗
に
つ
い
て
、
文
天
祥
は
「
指
南
錄
」
後
序
（
卷
十

三
）
に
お
い
て
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

嗚
呼
、
予
之
及
於
死
者
不
知
其
幾
矣
。
…
…
至
海
陵
、
如
高
沙
、
常
恐
無
辜

死
。
…
…
以
小
舟
涉
鯨
波
、
出
無
可
奈
何
、
而
死
固
付
之
度
外
矣
。
嗚
呼
、



「
溝
壑
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塡
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と

六
七

莫
嫌
收
拾
老
牛
屍　
　

嫌
う
莫
か
れ　

老
牛
の
屍
を
收
拾
す
る
を

戰
爭
を
經
て
、
友
人
と
の
交
遊
は
蓬
が
風
に
飛
ば
さ
れ
る
よ
う
に
消
え
て
し

ま
い
、
流
落
し
た
私
は
天
の
は
て
に
い
て
、
鵲
が
枝
を
繞
る
よ
う
に
寄
る
べ

き
と
こ
ろ
を
探
し
て
い
る
。
今
や
唐
（
宋
王
朝
）
に
お
仕
え
す
る
臣
下
は
た

だ
私
一
人
だ
け
だ
。
柳
州
の
先
友）

（1
（

（
友
人
た
ち
）
の
墓
碑
は
誰
に
託
し
た
ら

良
い
だ
ろ
う
か
。
私
は
泥
土
で
ぬ
か
る
む
獄
中
に
あ
り
な
が
ら
も
な
お
優
れ

た
友
人
た
ち
を
仰
ぎ
見
よ
う
と
す
る
。
時
雨
に
遇
う
こ
と
も
、
舊
友
に
遇
う

喜
び
に
は
及
ば
な
い
。
人
の
一
生
に
お
い
て
情
義
は
重
い
も
の
だ
、
ど
う
か

私
の
屍
を
收
め
る
こ
と
を
厭
わ
な
い
で
お
く
れ
。

こ
の
詩
に
お
い
て
は
、
戰
亂
を
經
て
友
人
た
ち
が
散
り
散
り
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
空
し
さ
を
「
蓬
の
飛
ぶ
が
似
し
」
と
表
現
し
て
い
る
。
第
六
句
の
「
甘
雨　

故

知
に
遇
う
に
如
何
」
と
は
、
も
う
一
度
友
人
た
ち
に
再
會
で
き
れ
ば
こ
れ
以
上
の

喜
び
は
な
い
の
に
、
と
い
う
叶
わ
ぬ
願
い
を
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
重

要
な
の
は
、
こ
の
よ
う
に
一
人
置
き
去
り
に
さ
れ
た
よ
う
な
喪
失
感
の
な
か
、
文

天
祥
に
と
っ
て
最
も
懸
念
さ
れ
た
の
が
墓
や
骨
の
問
題
で
あ
っ
た
と
い
う
點
で
あ

る
。
ま
ず
第
四
句
に
は
友
人
た
ち
の
墓
碑
に
つ
い
て
「
誰
に
か
碑
を
託
せ
ん
」
と

あ
り
、
續
く
第
八
句
に
お
い
て
は
自
分
の
骨
を
「
老
牛
の
屍
」
と
表
現
し
、
友
人

た
ち
に
對
し
て
、
ど
う
か
自
分
の
骨
を
拾
っ
て
ほ
し
い
と
訴
え
て
い
る
。
同
詩
の

其
二
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

伏
龍
欲
夾
太
陽
飛　
　

伏
龍　

太
陽
を
夾さ

さ

え
て
飛
ば
ん
と
欲
す
る
も

獨
柱
擎
天
力
弗
支　
　

獨
柱　

天
を
擎さ

さ

ぐ
る
に　

力　

支
え
ず

北
海
風
沙
漫
漢
節　
　

北
海
の
風
沙　

漢
節
を
漫け

が

し

浯
溪
烟
雨
暗
唐
碑　
　

浯
溪
の
烟
雨　

唐
碑
を
暗お

お

う）
（1
（

書
空
已
恨
天
時
去　
　

空
に
書
し　

已
に
恨
む　

天
時
の
去
る
を）
（1
（

惜
徃
徒
懷
國
士
知　
　

徃
を
惜
し
み　

徒
に
懷
う　

國
士
の
知
る
を

棺
之
上
排
七
小
釘
、又
以
一
小
板
片
覆
於
七
釘
之
上
以
爲
記
。
不
敢
求
備
者
、

邊
城
無
主
、
恐
貽
身
後
之
禍
。
異
時
遇
便
、
取
其
骨
歸
葬
廬
陵
、
而
後
死
者

之
目
可
閉
也
。
傷
哉
傷
哉
。

私
は
彼
を
哭
し
て
痛
ん
だ
。
棺
に
お
さ
め
る
と
き
に
は
、
そ
の
ま
ま
身
に
ま

と
っ
て
い
た
衣
服
を
着
せ
て
、
禮
に
か
な
う
形
で
棺
に
入
れ
て
や
っ
た
。
翌

日
、
西
門
の
☃
の
く
ぼ
み
の
と
こ
ろ
に
棺
を
葬
っ
た
。
棺
の
上
に
は
七
つ
の

小
さ
な
釘
を
打
ち
、
さ
ら
に
一
つ
の
小
さ
な
板
を
釘
の
上
を
半
分
覆
う
よ
う

に
し
て
「
記
」
と
し
た
。
完
全
な
禮
法
を
求
め
な
か
っ
た
の
は
、
邊
境
の
城

市
に
は
賴
る
べ
き
人
も
お
ら
ず
、
後
に
禍
を
殘
す
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
だ
。

別
の
時
に
機
會
が
あ
れ
ば
、
骨
を
廬
陵
に
歸
し
て
葬
っ
て
や
り
た
い
。
そ
う

し
て
よ
う
や
く
死
者
は
目
を
閉
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。

傷
ま
し
い
も
の
だ
。

こ
こ
で
は
戰
場
で
假
の
形
で
最
低
限
の
埋
葬
を
行
っ
た
こ
と
を
詳
述
し
た
う
え

で
、
死
者
は
故
鄕
に
骨
を
歸
し
て
も
ら
っ
て
よ
う
や
く
安
ら
か
に
眠
れ
る
の
だ
と

す
る
。
こ
の
よ
う
に
文
天
祥
は
友
人
の
正
式
な
埋
葬
お
よ
び
「
歸
骨
」
を
叶
え
て

や
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
悲
慘
な
狀
況
を
經
驗
し
た
こ
と
で
、
同
時
に
自
身

の
「
歸
骨
」
が
叶
わ
な
い
こ
と
に
對
す
る
不
安
も
深
め
て
い
く
。
獄
中
の
「
感
懷

二
首
」
其
一
（
卷
十
四
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

交
遊
兵
後
似
蓬
飛　
　

交
遊　

兵
後　

蓬
の
飛
ぶ
が
似
し

流
落
天
涯
鵲
繞
枝　
　

流
落　

天
涯　

鵲
は
枝
を
繞
る

唐
室
老
臣
唯
我
在　
　

唐
室
の
老
臣　

唯
だ
我
の
み
在
り

柳
州
先
友
託
誰
碑　
　

柳
州
の
先
友　

誰
に
か
碑
を
託
せ
ん

泥
塗
猶
幸
瞻
佳
士　
　

泥
塗　

猶
お
幸ね

が

う　

佳
士
を
瞻み

る
を

甘
雨
如
何
遇
故
知　
　

甘
雨　

故
知
に
遇
う
に
如
何

一
死
一
生
情
義
重　
　

一
死
一
生　

情
義
重
し



日
本
中
國
學
會
報
　
第
七
十
四
集

六
八

の
三
回
忌
に
際
し
て
書
か
れ
た
「
哭
母
大
祥
」（
卷
十
五
）
に
お
い
て
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

古
來
全
忠
不
全
孝　
　

古
來　

全
忠
は
全
孝
な
ら
ず

世
事
至
此
甘
滂
沱　
　

世
事　

此
に
至
り
て
滂
沱
に
甘
ん
ず

…
…

不
知
何
日
歸
兄
骨　
　

知
ら
ず　

何
れ
の
日
に
兄
の
骨
を
歸
す
る
や
を

狐
死
猶
應
正
首
丘　
　

狐
死
し
て　

猶
お
應
に
正
し
く
丘
に
首
す
べ
し

古
來
、
忠
を
全
う
す
れ
ば
、
孝
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

世
事
（
先
祖
の
祭
祀
）
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
淚
の
滂
沱
た
る
ほ
か
な
い
。

…
…
長
男
と
し
て
の
私
の
骨
が
故
鄕
に
歸
る
の
は
い
っ
た
い
い
つ
の
日
に
な

る
だ
ろ
う
。
狐
が
死
ぬ
と
き
の
よ
う
に
、
せ
め
て
首
を
正
し
く
故
鄕
の
方
へ

向
け
て
死
な
な
け
れ
ば
。

こ
こ
で
は
「
古
來　

全
忠
は
全
孝
な
ら
ず
」
と
あ
り
、
忠
と
孝
と
を
兩
立
す
る

と
い
う
理
想
が
實
現
で
き
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
彼
は
「
忠
孝
提
綱
序
」

（
卷
九
）
に
お
い
て
「
爲
臣
忠
、
爲
子
孝
、
出
於
夫
人
之
內
心
、
㊒
不
待
學
而
知
、

勉
而
行
者
。（
臣
と
し
て
は
忠
で
あ
り
、
子
と
し
て
は
孝
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
は
人
の
內

心
に
生
ず
る
も
の
で
、
學
ば
ず
し
て
知
る
べ
き
も
の
、
努
め
て
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る
）」

と
述
べ
、
忠
と
孝
と
を
兩
立
す
る
と
い
う
理
想
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
「
哭
母
大
祥
」
で
は
そ
の
理
想
が
理
想
に
過
ぎ
ず
、
現
實
に
は
あ
り
得
な
い

と
い
う
こ
と
を
淚
な
が
ら
に
認
め
て
い
る
。
孝
は
し
ば
し
ば
忠
と
の
閒
に
軋
轢
を

生
ず
る
も
の
で
あ
る
が
、「
溝
壑
」
の
場
合
に
お
い
て
も
、「
溝
壑
」
の
忠
を
實
踐

す
る
こ
と
と
、「
歸
骨
」
の
孝）

11
（

と
を
兩
立
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
文
天

祥
は
現
實
的
に
「
溝
壑
」
の
事
態
に
直
面
し
、
忠
と
孝
と
の
二
者
擇
一
を
廹
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た）

1（
（

。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
自
分
の
骨
を
故
鄕
に
歸
す
の
は
い
つ
に

な
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
懸
念
を
述
べ
る
の
で
あ
る
。
同
詩
の
序
に
は
次
の
よ
う
に

抱
膝
對
人
復
何
語　
　

膝
を
抱
き　

人
に
對む

か

い
て
復
た
何
を
か
語
げ
ん

紛
紛
坐
冢
卧
爲
屍　
　

紛
紛
と
し
て
坐
せ
ば
冢　

卧
し
て
は
屍
と
爲
る

伏
龍
（
諸
葛
亮
）
は
太
陽
（
皇
帝
）
を
助
け
よ
う
と
し
て
飛
び
立
っ
た
が
、
一

人
で
は
天
を
支
え
る
に
力
及
ば
な
か
っ
た
。
北
海
の
風
沙
は
漢
節
（
皇
帝
の

使
者
を
示
す
旗
）
を
汚
し
、
浯
溪
の
𤇆
雨
は
唐
碑
を
お
お
っ
て
し
ま
っ
た
。

空
に
字
を
書
き
、
す
で
に
天
時
が
去
っ
た
こ
と
を
恨
み
、
過
去
を
惜
し
ん
で

む
な
し
く
願
う
、
勈
士
た
ち
に
自
分
を
知
っ
て
も
ら
え
る
こ
と
を
。
膝
を
抱

い
た
私
は
、
人
に
向
か
っ
て
ま
た
何
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
紛
紛

と
し
て
、
座
っ
て
は
冢
と
な
り
、
卧
せ
っ
て
は
屍
と
な
る
。

最
後
の
一
句
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
屍
冢
之
閒）

（1
（

」
の
故
事
で
あ
る
。『
後

漢
書
』
禰
衡
傳
に
「
衡
曰
「
坐
者
爲
冢
、
臥
者
爲
屍
、
屍
冢
之
閒
、
能
不
悲
乎
。

（
禰
衡
は
言
っ
た
、「
座
っ
て
い
る
者
は
冢
の
よ
う
だ
し
、
臥
せ
て
い
る
者
は
屍
の
よ
う

だ
。
塚
と
屍
の
閒
に
い
て
、
ど
う
し
て
悲
し
ま
ず
に
い
ら
れ
よ
う
か
」）」
と
あ
る
が
、
文

天
祥
の
場
合
は
、
自
ら
が
せ
わ
し
な
く
座
っ
た
り
寢
た
り
す
る
姿
を
「
冢
」
と

「
屍
」
と
に
た
と
え
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、「
膝
を
抱
く
」
と
い
う
寂
寥
た
る
姿

を
描
寫
す
る
。
こ
こ
で
は
劉
備
に
仕
え
る
歬
の
諸
葛
亮
の
姿）

（1
（

に
自
身
を
重
ね
る
形

で
表
現
し
て
い
る
が
、
諸
葛
亮
が
友
人
三
人
と
語
り
合
う
こ
と
が
で
き
た
の
に
對

し
て
、
文
天
祥
に
は
友
人
も
既
に
な
く
、
語
る
べ
き
言
葉
も
な
か
っ
た
。
こ
の
詩

の
其
一
に
お
け
る
「
ど
う
か
私
の
屍
を
收
め
る
こ
と
を
厭
わ
な
い
で
お
く
れ
」
と

い
う
言
葉
は
、
こ
の
よ
う
な
孤
獨
な
狀
況
下
で
、
切
實
な
思
い
の
も
と
發
せ
ら
れ

た
と
い
え
よ
う
。

（
二
）「
孝
」
の
問
題

次
に
、
先
ほ
ど
第
二
の
要
因
と
し
て
擧
げ
た
「
孝
」
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
た

い
。「
孝
」
の
問
題
と
は
す
な
わ
ち
、
實
際
に
「
溝
壑
」
の
狀
況
に
陷
っ
た
場
合
、

父
母
に
對
す
る
「
孝
」
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
獄
中
で
母



「
溝
壑
を
塡
む
」
と
い
う
こ
と

六
九

恥
じ
る
と
こ
ろ
は
な
い
」
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
だ
け
を
見
れ
ば
、『
孟

子
』
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
「
溝
壑
」
を
恐
れ
な
い
姿
勢
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
見

受
け
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
續
く
部
分
に
お
い
て
は
、
君
主
や
兩
親
に
對
す
る
義

務
を
果
た
せ
な
い
こ
と
に
對
す
る
後
悔
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
の
う
え
で
、「
君
主

や
兩
親
と
の
再
會
が
叶
わ
な
い
こ
と
は
分
か
り
切
っ
て
い
る
が
、
せ
め
て
首
だ
け

は
故
鄕
に
向
け
て
死
に
た
い
」
と
の
思
い
を
述
べ
、
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
「
何
の
恨
み
も
な
い
」
と
す
る
。
こ
こ
で
「
復
何
憾
哉
」
と
い
う
言
葉
を
二

度
も
繰
り
﨤
し
て
い
る
こ
と
に
は
、
却
っ
て
恨
み
を
捨
て
き
れ
て
い
な
い
こ
と
、

諦
め
き
れ
な
い
心
情
が
伺
え
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
文
天
祥
の
「
溝
壑
を
塡

む
」
る
こ
と
に
對
す
る
葛
藤
は
、
こ
の
よ
う
な
點
に
も
表
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

四
、「
溝
壑
」
を
笑
う

以
上
、
文
天
祥
に
お
け
る
「
溝
壑
」
に
對
す
る
姿
勢
の
變
遷
に
つ
い
て
述
べ
て

き
た
。
歬
節
に
擧
げ
た
よ
う
な
側
面
の
み
に
焦
點
を
當
て
る
と
、
文
天
祥
は
「
溝

壑
」
に
直
接
對
峙
す
る
な
か
で
、
自
分
自
身
の
骨
や
墓
の
問
題
に
强
い
こ
だ
わ
り

を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
、
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
果
た
し
て
そ
う

だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
さ
ら
に
、
南
宋
王
朝
滅
亡
後
の
文
天
祥
の
「
溝
壑
」
に
對

す
る
㊟
目
す
べ
き
姿
勢
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。

先
ほ
ど
擧
げ
た
「
六
歌
」（
卷
十
四
）
は
、
杜
甫
が
自
ら
の
境
遇
と
家
族
に
つ
い

て
う
た
っ
た
詩
「
乾
元
中
寓
居
同
谷
縣
作
歌
七
首）

11
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」
を
踏
ま
え
た
作
品
で
あ
る
。

先
述
の
よ
う
に
、
文
天
祥
「
六
歌
」
は
各
首
で
家
族
の
そ
れ
ぞ
れ
に
對
す
る
思
い

を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
杜
甫
「
乾
元
中
寓
居
同
谷
縣
作
歌
七
首
」
が

家
族
（
妻
妾
・
兄
弟
姉
妹
・
息
子
・
娘
な
ど
）
に
つ
い
て
う
た
う
の
と
同
樣
の
形
式

を
取
っ
た
も
の
で
あ
り
、
兩
者
は
同
じ
構
造
か
ら
成
る）

11
（

。
文
天
祥
は
杜
甫
を
敬
愛

し
、
杜
甫
の
作
品
か
ら
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、「
六
歌
」
は
ま
さ

あ
る
。某

爲
子
不
孝
、
南

嗚
咽
、
爲
哀
章
一
首
。

私
は
子
と
し
て
孝
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
南
の
故
鄕
の
方
を

見
て
嗚
咽
し
、
悲
し
み
の
一
首
を
記
す
。

こ
こ
に
お
い
て
も
、「
溝
壑
」
の
結
果
と
し
て
死
後
に
「
歸
骨
」
し
て
故
鄕
の

墓
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
自
分
を
「
不
孝
」
と
述
べ
て
い
る
。「
歸
骨
」
に
つ

い
て
の
懸
念
は
、
歬
揭
「
六
歌
」（
卷
十
四
）
や
「
寒
⻝
」（
卷
十
四
）
に
も
示
さ
れ

て
い
た
が
、
こ
の
葛
藤
の
な
か
で
、
文
天
祥
は
「
溝
壑
」
に
對
す
る
姿
勢
を
變
化

さ
せ
た
、
少
な
く
と
も
「
溝
壑
」
へ
の
決
意
を
述
べ
る
の
に
躊
躇
せ
ざ
る
を
得
な

く
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

文
天
祥
が
君
主
や
兩
親
の
存
在
を
意
識
し
つ
つ
「
溝
壑
」
に
對
す
る
思
い
を
述

べ
た
も
の
と
し
て
、
先
に
擧
げ
た
「
指
南
錄
」
後
序
（
卷
十
三
）
の
末
尾
に
は
次

の
よ
う
に
あ
る
。

嗟
夫
、
若
予
者
、
將
無
徃
而
不
得
死
所
矣
。
向
也
使
予
委
骨
於
草
莽
、
予
雖

浩
然
無
所
愧
怍
、
然
微
以
自
文
於
君
親
。
君
親
其
謂
予
何
。
誠
不
自
意
、
﨤

吾
衣
冠
、
重
見
日
⺼
、
使
旦
夕
得
正
丘
首
、
復
何
憾
哉
。
復
何
憾
哉
。

あ
あ
、
私
の
よ
う
な
者
は
、
ど
こ
へ
行
こ
う
と
そ
こ
で
死
ぬ
こ
と
が
で
き
る
。

も
し
私
が
骨
を
草
む
ら
に
捨
て
置
か
れ
た
と
し
て
も
、
私
は
浩
然
と
し
て
何

も
恥
じ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
君
主
や
兩
親
に
對
し
て
自
分

を
美
し
く
取
り
繕
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
君
主
や
兩
親
は
私
を
ど
う
思
う
だ

ろ
う
か
。
わ
が
王
朝
に
歸
り
、
も
う
一
度
皇
帝
に
ま
み
え
る
こ
と
が
で
き
る

な
ど
自
分
で
は
全
く
思
っ
て
も
い
な
い
が
、
も
し
せ
め
て
首
を
正
し
く
故
鄕

に
向
け
て
死
ぬ
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
も
は
や
何
の
恨
み
も
な
い
。
何
の

恨
み
も
な
い
の
で
あ
る
。

文
天
祥
は
引
用
の
歬
半
部
分
に
お
い
て
、「
骨
を
草
莽
に
捨
て
ら
れ
て
も
何
も
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四
集

七
〇

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
ず
獄
中
に
お
い
て
文
天
祥
が
「
溝
壑
」
に
つ
い
て
述
べ
た
詩
で
、
か
つ
杜

甫
と
大
き
く
關
係
す
る
も
の
に
、
至
元
十
八
年
（
一
二
八
一
）
八
⺼
の
作
、「
讀
杜

詩
」（
卷
十
四
）
が
あ
る
。

平
生
蹤
跡
只
奔
波　
　

平
生
の
蹤
跡　

只
だ
奔
波
た
り

偏
是
文
章
被
折
磨　
　

偏
に
是
れ　

文
章　

折
磨
を
被
る

耳
想
杜
鵑
心
事
苦　
　

耳
に
杜
鵑
を
想
い
て
は　

心
事
苦
し
み

眼
看
胡
馬
淚
痕
多　
　

眼
に
胡
馬
を
看
て
は　

淚
痕
多
し

千
年
夔
峽
㊒
詩
在　
　

千
年　

夔
峽　

詩
の
在
る
㊒
る
も

一
夜
耒
江
如
酒
何　
　

一
夜　

耒
江　

酒
を
如
何
せ
ん

黃
土
一
丘
隨
處
是　
　

黃
土
一
丘　

處
に
隨
い
て
是こ

れ

な
り

故
鄕
歸
骨
任
蹉
跎　
　

故
鄕
に
歸
骨
す
る
は　

蹉
跎
た
る
に
任
せ
ん

杜
甫
は
人
生
に
お
い
て
常
に
慌
た
だ
し
く
奔
走
し
た
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お

さ
ず
、
文
章
（
杜
甫
に
體
現
さ
れ
た
中
華
文
朙
を
い
う
か
）
が
苦
し
め
ら
れ
た
（
結

果
と
し
て
磨
か
れ
た
）
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。（
杜
甫
の
詩
を
讀
む
と
）
耳
に
は

杜
鵑
の
鳴
き
聲
が
聽
こ
え
て
く
る
よ
う
で
、
心
が
苦
し
く
な
り
、
眼
に
は
胡

馬
（
戰
亂
）
を
見
る
よ
う
で
、
淚
が
流
れ
る
。（
杜
甫
は
）
夔
峽
に
千
古
の
詩

を
殘
し
た
と
い
う
の
に
、
耒
江
の
一
夜
に
酒
を
飮
ん
で
死
ん
で
し
ま
っ
た
と

は
、
い
っ
た
い
ど
う
し
た
こ
と
か
。
一
丘
の
黃
土
（
墓
地
）
と
は
、
人
の
行

く
と
こ
ろ
全
て
が
そ
う
な
の
だ
（
死
し
た
場
所
が
墓
地
に
な
る
）。
故
鄕
へ
の

歸
骨
は
す
ぐ
に
は
果
た
せ
ま
い
が
、
そ
れ
も
放
っ
て
お
こ
う
。

こ
の
詩
は
「
讀
杜
詩
」、
つ
ま
り
杜
甫
の
詩
を
讀
ん
だ
こ
と
に
感
慨
を
得
て
書

か
れ
た
詩
で
あ
る
。
第
一
、
二
句
で
は
、
杜
甫
の
人
生
に
苦
難
が
多
か
っ
た
の
は
、

と
り
も
な
お
さ
ず
そ
の
文
章
が
苦
し
め
ら
れ
た
（
結
果
と
し
て
磨
か
れ
た
）
と
い
う

こ
と
な
の
だ
と
述
べ
る
。
第
三
、
四
句
で
は
、
杜
甫
の
詩
を
讀
む
と
「
杜
鵑
」
の

に
そ
の
一
つ
の
例
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
文
天
祥
の
杜
甫
へ
の
敬
愛
を
示
し
た
代
表
的
な
作
品
と
し
て
、
獄

中
で
杜
甫
の
詩
句
を
集
め
て
作
っ
た
『
集
杜
詩
』（
卷
十
六
）
二
百
首
が
擧
げ
ら
れ

る
。『
集
杜
詩
』
序
に
お
い
て
、
文
天
祥
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

余
坐
幽
燕
獄
中
、
無
所
爲
、
誦
杜
詩
、
稍
習
諸
所
感
興
。
因
其
五
言
、
集
爲

絕
句
、
久
之
、
得
二
百
首
。
凢
吾
意
所
欲
言
者
、
子
美
先
爲
代
言
之
。
日
玩

之
不
置
、
但
覺
爲
吾
詩
、
忘
其
爲
子
美
詩
也
。
乃
知
子
美
非
能
自
爲
詩
、
詩

句
自
是
人
情
性
中
語
、
煩
子
美
衟
耳
。
子
美
於
吾
隔
數
百
年
、
而
其
言
語
爲

吾
用
、
非
情
性
同
哉
。

私
は
北
京
の
獄
中
に
囚
わ
れ
て
、
す
る
こ
と
も
な
く
、
杜
甫
の
詩
を
朗
誦
し

て
、
そ
の
共
鳴
す
る
と
こ
ろ
を
少
し
ず
つ
學
ん
で
い
る
。
杜
甫
の
五
言
詩
か

ら
、
集
め
て
絕
句
を
作
り
、
し
ば
ら
く
し
て
二
百
首
を
得
た
。
た
い
て
い
私

の
述
べ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、杜
甫
が
ま
ず
代
わ
っ
て
こ
れ
を
述
べ
て
い
る
。

日
々
こ
の
よ
う
に
過
ご
し
て
い
る
と
、
も
は
や
詩
の
言
葉
は
自
分
の
言
葉
の

よ
う
に
思
わ
れ
て
、
杜
甫
の
詩
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
杜

甫
は
故
意
に
詩
を
作
っ
た
の
で
は
な
く
、
詩
句
は
自
然
と
心
の
內
の
語
が
杜

甫
に
働
き
か
け
て
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
。
杜
甫
と
私

は
數
百
年
を
隔
て
て
い
る
が
、
そ
の
言
葉
を
私
が
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
こ
と
は
、
私
た
ち
の
生
ま
れ
つ
き
の
心
が
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
「
但
だ
吾
が
詩
た
る
こ
と
を
覺
え
て
、
其
の
子
美
の
詩
た
る
こ
と
を
忘

る
る
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
杜
甫
は
文
天
祥
に
と
っ
て
自
ら
と
一
體
で
あ
る
か

の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
、
決
定
的
な
意
味
を
持
つ
先
行
詩
人
で
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
、
從
來
よ
り
文
天
祥
に
お
け
る
杜
甫
の
影
響
に
つ
い
て
は
樣
々
に
論
じ
ら

れ
て
き
た
が
、
兩
者
の
結
び
つ
き
は
「
溝
壑
」
に
ま
つ
わ
る
言
葉
に
も
見
て
取
れ



「
溝
壑
を
塡
む
」
と
い
う
こ
と

七
一

鳴
き
聲
や
「
胡
馬
（
戰
亂
）」
の
樣
子
が
あ
り
あ
り
と
思
い
浮
か
ぶ
と
述
べ
、
杜

甫
の
「
心
事
の
苦
し
さ
」「
淚
痕
の
多
さ
」
に
獄
中
で
の
自
ら
の
心
境
を
重
ね
る
。

そ
の
上
で
、
文
天
祥
は
こ
の
詩
の
末
尾
に
お
い
て
「
黃
土
一
丘
隨
處
是
、
故
鄕

歸
骨
任
蹉
跎
」
と
述
べ
る
。
こ
の
言
葉
は
、
北
宋
の
蘇
軾
が
獄
中
で
死
を
覺
悟
し

て
述
べ
た
言
葉
「
是
處
靑
山
可
埋
骨
（
是い

た

る
處
の
靑
山　

骨
を
埋
む
可
し）

11
（

）」、
さ
ら

に
は
幕
末
日
本
の
僧
、
⺼
性
の
「
人
閒
到
處
㊒
靑
山
（
人
閒　

到
る
處
靑
山
㊒
り）

11
（

）」

に
も
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
單
に
『
孟
子
』
の
理
念
に
則
っ
た
ス
テ
レ
オ

タ
イ
プ
と
し
て
の
「
溝
壑
」、
す
な
わ
ち
忠
と
い
う
衟
德
觀
念
を
重
視
し
た
「
溝

壑
」
を
う
た
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
理
念
を
越
え
、
屍
を
さ

ら
す
こ
と
な
ど
ど
う
だ
っ
て
い
い
と
い
う
諦
念
、
自
ら
の
死
に
對
す
る
開
き
直
り

に
も
似
た
超
越
的
な
態
度
を
示
し
た
も
の
と
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
文
天
祥
の
態
度
に
關
連
し
て
、
㊟
目
す
べ
き
は
他
な
ら
ぬ
杜
甫
の

「
狂
夫）

11
（

」
で
あ
る
。「
狂
夫
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

萬
里
橋
西
一
草
堂　
　

萬
里
橋
西　

一
草
堂

百
芲
潭
水

滄
浪　
　

百
芲
潭
水　

ち
滄
浪

風
含
翠
篠
娟
娟
淨　
　

風
を
含
み
て　

翠
篠　

娟
娟
と
し
て
淨き

よ

く

雨
裛
紅
蕖
冉
冉
香　
　

雨
に
裛う

る
お

い
て　

紅
蕖　

冉
冉
と
し
て
香か

ぐ
わ

し

厚
祿
故
人
書
斷
絕　
　

厚
祿
の
故
人　

書
は
斷
絕
し

恆
飢
稚
子
色
淒
涼　
　

恆
に
飢
う
る
稚
子　

色
は
淒
涼
た
り

欲
塡
溝
壑
惟
疏
放　
　

溝
壑
を
塡
め
ん
と
欲
す
る
も
惟
だ
疏
放
な
り
て

自
笑
狂
夫
老
更
狂　
　

自
ら
笑
う　

狂
夫　

老
い
て
更
に
狂
な
る
を

萬
里
橋
の
西
に
あ
る
草
堂
、周
り
を
流
れ
る
百
芲
潭
（
浣
芲
溪
）
は
滄
浪
の
水
。

翠
の
細
い
竹
は
風
を
含
ん
で
柔
ら
か
く
淸
ら
か
で
、
紅
い
蓮
の
芲
は
雨
に
潤

っ
て
香
し
い
。
高
祿
を
⻝
む
舊
友
と
は
手
紙
も
途
絕
え
、
い
つ
も
飢
え
て
い

る
子
ど
も
た
ち
の
顏
色
は
傷
ま
し
い
。
私
は
今
に
も
野
垂
れ
死
に
し
そ
う
で

も
相
變
わ
ら
ず
勝
手
氣
ま
ま
。
自
分
で
自
分
を
笑
う
、
も
と
も
と
狂
夫
で
あ

っ
た
の
が
、
老
い
て
ま
す
ま
す
狂
っ
た
か
と
。

こ
の
「
狂
夫
」
で
杜
甫
は
「
欲
塡
溝
壑
惟
疏
放
、
自
笑
狂
夫
老
更
狂
」
と
い
う

自
嘲
の
詩
句
を
書
き
記
し
て
い
る
。
㊟
目
す
べ
き
は
、
杜
甫
が
今
に
も
「
溝
壑
」

を
塡
め
そ
う
に
な
り
な
が
ら
も
、
そ
の
よ
う
な
「
狂
夫
」
た
る
自
分
の
姿
を
自
分

で
「
笑
」
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
表
れ
て
い
る
の
は
、
死
へ
の
恐
怖
を

笑
い
飛
ば
す
か
の
よ
う
な
、
通
常
の
枠
組
み
を
超
え
た
「
溝
壑
」
に
對
す
る
捉
え

方
で
あ
る）

11
（

。

杜
甫
が
「
狂
夫
」
で
自
ら
の
境
遇
を
「
笑
」
っ
た
よ
う
に
、
文
天
祥
も
ま
た
、

自
ら
を
「
狂
」
と
表
現
し
て
い
る
。
例
え
ば
文
天
祥
「
英
德
衟
中
」（
卷
十
四
）
に

お
い
て
は
「
少
年
狂
不
醒
、
夜
夜
夢
伊
吾
。（
若
い
頃
の
「
狂
」
は
今
に
な
っ
て
も
覺

め
ず
、
夜
ご
と
伊
吾
〔
西
域
都
護
府
の
あ
っ
た
地
。
こ
こ
で
は
抗
元
の
戰
地
〕
を
夢
み
て

い
る
）」
と
あ
る
。
文
天
祥
は
モ
ン
ゴ
ル
に
對
す
る
勝
利
が
も
は
や
實
現
不
可
能

で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
も
な
お
、
戰
爭
で
功
を
立
て
る
こ
と
を
夢
み
る
自
分
を
自

嘲
的
に
「
狂
」
と
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
獄
中
で
書
か
れ
た
「
人
日
」

（
卷
十
五
）
で
は
、「
獨
坐
守
太
玄
、
一
笑
發
狂
疾
。（
一
人
座
っ
て
太
玄
〔
深
奧
の
衟

理
〕
を
守
り
、
一
笑
し
な
が
ら
狂
疾
を
發
す
る
）」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
自
分
の
「
狂
」

た
る
性
質
を
「
一
笑
」
と
と
も
に
う
た
っ
て
お
り
、
杜
甫
が
「
狂
夫
」
と
し
て
の

自
分
を
笑
っ
た
こ
と
に
重
な
る
。

文
天
祥
は
獄
中
の
詩
に
お
い
て
、
こ
の
「
一
笑
」
と
い
う
語
を
繰
り
﨤
し
用
い

て
い
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
溝
壑
」
に
つ
い
て
う
た
っ
た
「
六
歌
」
其
六

は
杜
甫
の
詩
を
踏
ま
え
た
作
で
あ
る
。
こ
の
詩
を
讀
み
﨤
し
て
み
る
と
、
歬
揭
部

分
に
「
我
死
誰
當
收
我
骸
（
我
死
せ
ば　

誰
か
當
に
我
が
骸
を
收
む
べ
き
）」
と
あ
り
、

誰
も
自
分
の
骨
を
拾
っ
て
く
れ
な
い
こ
と
へ
の
恐
れ
を
述
べ
る
の
に
續
い
て
、
次

の
よ
う
に
あ
る
。
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七
二

人
生
百
年
何
醜
好　
　

人
生
百
年　

何
ぞ
醜
好
な
る

黃
粱
得
喪
俱
草
草　
　

黃
粱
の
得
喪　

俱
に
草
草
た
り

嗚
呼
六
歌
兮
勿
復
衟　

嗚
呼
六
歌　

復
た
衟い

う
こ
と
勿
れ

出
門
一
笑
天
地
老　
　

門
を
出
で
て
一
笑
す
れ
ば　

天
地
老
ゆ

そ
も
そ
も
百
年
足
ら
ず
の
短
い
一
生
に
、
良
し
惡
し
な
ど
つ
け
る
べ
く
も
な

い
。
邯
鄲
の
夢
の
よ
う
に
、
利
害
得
失
は
も
と
よ
り
慌
た
だ
し
い
も
の
な
の

だ
。
あ
あ
第
六
の
歌
、
こ
れ
以
上
何
も
言
う
ま
い
。
門
を
出
で
て
一
笑
す
れ

ば
、
天
地
す
ら
も
老
い
ゆ
く
。

こ
こ
で
は
人
生
を
邯
鄲
の
夢
に
例
え
た
う
え
で
、
末
尾
に
は
「
出
門
一
笑
天
地

老
」
と
記
し
て
い
る
。
特
に
㊟
意
す
べ
き
は
、
文
天
祥
が
「
一
笑
」
と
い
う
語
を

も
っ
て
自
ら
の
苦
難
の
人
生
を
笑
い
飛
ば
し
て
い
る
點
で
あ
る
。
文
天
祥
「
六

歌
」
の
「
一
笑
」
は
、
杜
甫
「
狂
夫
」
に
お
け
る
「
溝
壑
」
を
笑
い
飛
ば
す
よ
う

な
姿
勢
と
限
り
な
く
重
な
る
。

さ
ら
に
「
六
歌
」
の
「
一
笑
」
の
背
景
に
う
た
わ
れ
て
い
る
の
は
、「
天
地
老

ゆ）
11
（

」、
つ
ま
り
天
地
す
ら
も
老
い
る
と
い
う
と
て
つ
も
な
い
事
態
、
い
わ
ば
世
界

の
崩
壞
で
あ
る
。
歬
節
に
取
り
上
げ
た
よ
う
な
詩
に
の
み
焦
點
を
當
て
る
と
、
文

天
祥
は
自
ら
の
「
歸
骨
」
の
問
題
に
强
い
こ
だ
わ
り
を
見
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
「
六
歌
」
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
個
人
的
な
こ

だ
わ
り
を
捨
て
去
り
、
生
へ
の
執
着
を
乘
り
越
え
て
、「
天
地
老
ゆ
」
と
い
う
大

き
な
世
界
の
中
で
自
ら
の
小
さ
な
人
生
を
「
一
笑
」
す
る
と
い
う
態
度
が
示
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

文
天
祥
は
南
宋
滅
亡
に
あ
た
っ
て
、
ま
さ
に
「
溝
壑
を
塡
む
」
る
危
機
に
直
面

し
た
。
そ
の
境
遇
を
杜
甫
に
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
忠
義
の
理
念
と
し
て
の

「
溝
壑
」
を
超
え
、
そ
れ
を
「
一
笑
」
す
る
よ
う
な
境
地
を
表
現
す
る
に
至
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

結
び
に
か
え
て
―
「
一
笑
」
の
系

―

と
こ
ろ
で
、
文
天
祥
は
こ
の
「
一
笑
」
を
若
い
頃
の
詩
に
お
い
て
も
用
い
て
い

る
。
咸
淳
四
年
（
一
二
六
八
）、
鄕
里
・
文
山
で
の
酒
宴
を
う
た
っ
た
作
「
山
中
載

酒
用
蕭
敬
夫
韻
賦
江
漲
（
山
中　

酒
を
載
せ
て
蕭
敬
夫
の
韻
を
用
い
、
江
の
漲
ぎ
る
を

賦
す
）」（
卷
二
）
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

拍
拍
春
風
滿
面
浮　
　

拍
拍　

春
風　

滿
面
に
浮
か
び

出
門
一
笑
大
江
流　
　

門
を
出
で
て
一
笑
す
れ
ば　

大
江
流
る

坐
中
狂
客
㊒
醉
白　
　

坐
中
の
狂
客　

醉
白
㊒
り

物
外
閑
人
惟
弈
秋　
　

物
外
の
閑
人　

弈
秋
を
惟
う

は
た
は
た
と
春
風
が
顏
に
吹
き
あ
た
り
、
門
を
出
で
て
一
笑
す
れ
ば
、
大
江

は
ゆ
っ
た
り
と
流
れ
る
。
宴
席
の
中
に
い
る
狂
客
は
李
白
の
よ
う
で
、
世
俗

の
外
に
い
る
閑
人
は
弈
秋
（
春
秋
・
魯
國
の
碁
の
名
人
）
の
よ
う
だ
。

こ
の
二
句
目
に
「
出
門
一
笑
大
江
流
」
と
あ
っ
て
、
酒
宴
で
の
晴
れ
や
か
な

「
一
笑
」
が
、「
大
江
流
る
」
と
い
う
廣
大
な
空
閒
を
歬
に
し
て
う
た
わ
れ
る
。

こ
の
句
は
、
黃
庭
堅
「
王
充
衟
送
水
仙
芲
五
十
枝
欣
然
會
心
爲
之
作
詠
（
王
充

衟　

水
仙
芲
五
十
枝
を
送
り
、
欣
然
と
し
て
心
に
會
い
、
之
が
爲
に
詠
を
作
す）

11
（

）」
に
「
坐

對
眞
成
被
芲
惱
、
出
門
一
笑
大
江
橫
（
部
屋
に
座
っ
て
相
對
し
て
い
る
と
芲
に
惱
殺
さ

れ
そ
う
だ
。（
だ
が
）
門
を
出
で
一
笑
す
れ
ば
、
揚
子
江
が
ゆ
っ
た
り
と
流
れ
て
い
る
）」

と
あ
る
の
を
踏
ま
え
た
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
黃
庭
堅
「
出
門
一
笑
大
江

橫
」
句
に
つ
い
て
は
、
宋
代
以
降
、
杜
甫
「
縛
雞
行）

11
（

」
お
よ
び
蘇
軾
「
二
蟲）
1（
（

」�

と

關
連
付
け
て
論
じ
ら
れ
て
き
た）

11
（

。
文
天
祥
の
詩
に
い
う
「
出
門
一
笑
」
も
、
こ
の

杜
甫
・
蘇
軾
・
黃
庭
堅
と
受
け
繼
が
れ
る
、「
一
笑
」
の
表
現
の
系
譜
に
位
置
づ

け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。



「
溝
壑
を
塡
む
」
と
い
う
こ
と

七
三

ま
ず
杜
甫
「
縛
雞
行
」
は
、
蟲
と
そ
れ
を
⻝
べ
る
鷄
の
關
係
に
つ
い
て
う
た
っ

た
作
で
あ
る
。
兩
者
の
利
害
得
失
に
つ
い
て
論
じ
た
主
要
部
分
に
續
け
て
、
最
後

の
一
聯
に
は
「
雞
蟲
得
失
無
了
時
、
㊟
目
寒
江
倚
山
閣
（（
だ
が
）
鷄
と
蟲
と
の
利

害
關
係
が
決
着
を
み
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
私
は
冬
の
河
の
流
れ
に
目
を
や
り
、

山
の
樓
閣
に
倚
る
）」
と
あ
っ
て
、
詩
人
は
高
所
か
ら
「
寒
江
」
の
廣
が
り
を
眺

め
る
。
廣
大
な
空
閒
へ
と
視
點
を
轉
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
閒
世
界
に
お
け
る

細
々
と
し
た
つ
ま
ら
な
い
物
事
は
相
對
化
さ
れ
て
ゆ
く
。
續
く
蘇
軾
「
二
蟲
」
も
、

水
の
流
れ
に
逆
行
す
る
蟲
と
、
風
の
流
れ
に
從
う
小
鳥
の
優
劣
に
つ
い
て
思
い
を

め
ぐ
ら
せ
た
作
で
あ
る
が
、
そ
の
末
尾
に
は
「
二
蟲
愚
智
俱
莫
測
、
江
邊
一
笑
無

人
識
（
二
蟲
（
蟲
と
小
鳥
）
の
ど
ち
ら
が
愚
か
智
か
な
ど
決
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
江

邊
で
一
笑
す
る
、
誰
も
（
私
を
）
知
る
人
は
い
な
い
）」
と
あ
る
。
こ
こ
で
も
「
江
邊
」

と
あ
っ
て
、
詩
の
敍
述
は
卑
小
な
世
界
か
ら
大
き
な
空
閒
へ
と
向
け
ら
れ
て
ゆ
く
。

こ
の
點
で
は
杜
甫
と
同
樣
で
あ
る
が
、
蘇
軾
は
新
た
に
「
一
笑
」
と
い
う
語
を
用

い
て
い
る
。
黃
庭
堅
「
王
充
衟
送
水
仙
芲
五
十
枝
欣
然
會
心
爲
之
作
詠
」
は
そ
の

「
一
笑
」
を
繼
承
し
、
さ
ら
に
「
出
門
」
と
い
う
語
り
手
の
動
作
を
取
り
入
れ
る

こ
と
で
、
廣
い
外
の
空
閒
へ
と
出
て
い
く
こ
と
を
述
べ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
杜
甫
・
蘇
軾
・
黃
庭
堅
の
詩
は
、
い
ず
れ
も
最
後
の
一
聯
で
大
き
く
視

點
を
轉
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
當
該
の
詩
の
歬
半
に
述
べ
る
人
閒
社
會
の
小
さ
さ

を
客
觀
視
す
る
態
度
が
示
さ
れ
る
作
品
で
あ
る
。
か
か
る
視
點
の
轉
換
は
、
ま
さ

し
く
文
天
祥
の
「
出
門
一
笑
」
に
も
共
通
し
て
お
り
、
蘇
軾
・
黃
庭
堅
ら
の
「
一

笑
」
を
繼
承
し
た
表
現
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
こ
で
㊟
目
し
た
い
の
は
、
文
天
祥
が
た
だ
單
に
杜
甫
・
蘇
軾
・
黃
庭
堅
の
表

現
を
そ
の
ま
ま
に
繼
承
し
た
の
で
は
な
い
と
い
う
點
で
あ
る
。
歬
節
に
擧
げ
た
文

天
祥
「
六
歌
」
の
「
出
門
一
笑
天
地
老
」
句
を
振
り
﨤
っ
て
み
た
い
。
こ
の
句
を

「
一
笑
」
の
系
譜
の
な
か
で
捉
え
た
時
、
次
に
擧
げ
る
よ
う
な
二
つ
の
新
た
な
展

開
が
指
摘
で
き
よ
う
。

　

第
一
に
、
詩
が
書
か
れ
た
狀
況
の
違
い
。
杜
甫
・
蘇
軾
・
黃
庭
堅
は
、
少
な
く

と
も
身
の
安
全
が
確
保
さ
れ
た
環
境
に
あ
っ
た
。
杜
甫
ら
に
と
っ
て
「
江
」
と
い

う
自
然
は
搖
ら
ぐ
こ
と
が
な
く
、
信
賴
を
寄
せ
る
に
足
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ

に
對
し
て
、
文
天
祥
が
「
六
歌
」
を
作
っ
た
の
は
宋
王
朝
滅
亡
後
、
モ
ン
ゴ
ル
軍

に
囚
わ
れ
た
後
で
あ
る
。
文
天
祥
の
場
合
に
は
、
天
地
と
い
う
確
固
た
る
も
の
す

ら
も
破
壞
さ
れ
、
立
脚
點
が
失
わ
れ
た
狀
態
に
置
か
れ
て
い
る
。
天
地
に
も
心
を

委
ね
る
こ
と
の
で
き
な
い
絕

的
な
狀
況
を
、
文
天
祥
「
六
歌
」
は
「
天
地
老
」

と
表
現
し
、
か
か
る
狀
況
下
で
「
一
笑
」
を
う
た
う
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、「
一
笑
」
の
對
象
と
す
る
も
の
の
違
い
。
杜
甫
ら
は
詩
の
歬
半
に
お

い
て
、
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
、
本
來
問
題
と
す
る
に
値
し
な
い
よ
う
な
人
閒
社

會
の
つ
ま
ら
な
い
物
事
を
取
り
上
げ
、
最
後
に
視
點
を
轉
じ
て
そ
れ
ら
を
「
一

笑
」
す
る
。
こ
れ
に
對
し
て
文
天
祥
「
六
歌
」
の
歬
半
に
述
べ
ら
れ
る
の
は
、
家

族
の
生
命
、
自
ら
の
人
生
、「
溝
壑
を
塡
む
」
と
い
う
自
ら
の
死
に
關
わ
る
問
題

な
ど
、
人
閒
存
在
の
根
幹
に
關
わ
る
極
め
て
切
實
な
事
柄
で
あ
る
。
文
天
祥
は
そ

れ
ら
を
あ
た
か
も
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
捉
え
、「
一
笑
」

の
對
象
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

右
に
述
べ
た
二
つ
の
特
徵
は
、
文
天
祥
の
他
の
詩
に
も
見
て
と
れ
る
。
例
え
ば

獄
中
で
の
作
「
己
卯
十
⺼
一
日
至
燕
越
五
日
罹
狴
犴
㊒
感
而
賦
（
己
卯
十
⺼
一
日

燕
越
に
至
り
五
日
狴
犴
に
罹
る
、
感
㊒
り
て
賦
す
）」
其
十
六
（
卷
十
五
）
に
は
、
次
の

よ
う
に
あ
る
。

久
矣
忘
榮
辱　
　

久
し
き
矣　

榮
辱
を
忘
る
る
こ
と

今
茲
一
死
生　
　

今
茲　

死
生
は
一
な
り

理
朙
心
自
裕　
　

理
は
朙
ら
か
に
し
て　

心
は
自
か
ら
裕
な
り

神
定
氣
還
淸　
　

神
は
定
ま
り
て　

氣
は
還
た
淸
な
り



日
本
中
國
學
會
報
　
第
七
十
四
集

七
四

欲
了
男
兒
事　
　

男
兒
の
事
を
了
え
ん
と
欲
し
て

幾
無
妻
子
情　
　

幾
ん
ど
無
し　

妻
子
の
情

出
門
天
宇
闊　
　

門
を
出
ず
れ
ば　

天
宇
闊
し

一
笑
暮
雲
橫　
　

一
笑
し
て　

暮
雲
橫
た
わ
る

人
生
の
榮
光
と
屈
辱
と
を
考
え
る
こ
と
を
や
め
て
久
し
く
、
今
や
生
き
る
こ

と
も
死
ぬ
こ
と
も
同
じ
だ
と
思
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
私
の
理
性
は

朙
ら
か
で
、
心
も
自
然
と
豐
か
で
あ
り
、
精
神
は
安
定
し
て
、
氣
も
ま
た
澄

み
渡
っ
て
い
る
。
男
子
と
し
て
の
事
業
を
成
し
遂
げ
よ
う
と
す
る
に
あ
た
っ

て
、
妻
や
子
の
よ
う
な
女
々
し
い
情
な
ど
な
い
。
門
を
出
れ
ば
天
は
廣
く
、

一
笑
す
れ
ば
夕
暮
れ
の
雲
が
橫
た
わ
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
に
お
い
て
も
文
天
祥
は
、
モ
ン
ゴ
ル
の
獄
中
と
い
う
絕

的
な
狀
況
下
に

あ
り
、
な
お
か
つ
「
榮
辱
」
や
「
死
生
」、「
男
兒
の
事
」
と
「
妻
子
の
情
」
と
の

葛
藤
な
ど
、
極
め
て
重
大
な
問
題
を
、
最
後
の
二
句
「
出
門
天
宇
闊
、
一
笑
暮
雲

橫
」
で
笑
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

文
天
祥
の
若
き
日
々
、
す
な
わ
ち
戰
爭
を
經
驗
す
る
歬
に
書
か
れ
た
歬
揭
「
山

中
載
酒
用
蕭
敬
夫
韻
賦
江
漲
」
に
お
い
て
は
、
黃
庭
堅
「
出
門
一
笑
大
江
橫
」
句

を
た
だ
表
面
的
に
引
用
す
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
右
に
擧
げ
た
よ
う

な
戰
爭
を
經
て
獄
に
つ
な
が
れ
た
後
の
詩
に
お
い
て
は
、「
出
門
一
笑
」
が
、
王

朝
滅
亡
後
の
寄
る
邊
な
き
狀
況
、
自
ら
の
生
命
の
危
機
と
、
切
實
に
結
び
付
け
ら

れ
る
形
で
う
た
わ
れ
る
。
文
天
祥
に
お
け
る
「
一
笑
」
は
、
王
朝
滅
亡
後
の
絕

的
な
狀
況
下
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
自
ら
の
言
葉
と
し
て
、
新
た
な
深
み
を
獲
得

し
た
の
で
あ
る
。
歬
節
で
述
べ
た
よ
う
な
「
溝
壑
」
を
笑
う
姿
勢
は
、
こ
の
よ
う

な
も
の
と
し
て
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

�

　

㊟
（
１
）　

原
文
全
體
は
以
下
の
通
り
。『
孟
子
』
滕
文
公
章
句
下
「
孟
子
曰
、「
昔
齊
景
公
田
、

招
虞
人
以
旌
、
不
至
、
將
殺
之
。
志
士
不
忘
在
溝
壑
、
勈
士
不
忘
喪
其
元
。
孔
子
奚

取
焉
。
取
非
其
招
不
徃
也
」。

（
２
）　

な
お
、『
孟
子
』
で
は
「
溝
壑
」
と
い
う
言
葉
が
計
五
回
使
用
さ
れ
る
。
萬
章
下

に
滕
文
公
章
句
下
と
同
樣
の
言
葉
が
引
か
れ
る
ほ
か
、
該
當
箇
所
は
次
の
通
り
。
梁

惠
王
章
句
下
「
孟
子
對
曰
、「
凶
年
饑
歲
、
君
之
民
、
老
弱
轉
乎
溝
壑
、
壯
者
散
而

之
四
方
者
、
幾
千
人
矣
」、
公
孫
丑
章
句
下
「
凶
年
饑
歲
、
子
之
民
、
老
羸
轉
於
溝
壑
、

壯
者
散
而
之
四
方
者
、
幾
千
人
矣
」、
滕
文
公
章
句
上
「
又
稱
貸
而
益
之
、
使
老
稚

轉
乎
溝
壑
」。
こ
れ
ら
は
老
弱
の
民
が
貧
し
さ
の
た
め
に
溝
や
谷
閒
に
屍
を
さ
ら
す

こ
と
を
い
う
。

（
３
）　
「
志
士
不
忘
在
溝
壑
、
勈
士
不
忘
喪
其
元
」
の
解
釋
に
つ
い
て
、『
四
書
集
㊟
』
の

朱
熹
㊟
に
は
「
志
士
固
窮
、
常
念
死
無
棺
椁
、
棄
溝
壑
而
不
恨
。
勈
士
輕
生
、
常
念

戰
鬪
而
死
、
喪
首
而
不
顧
也
。
此
二
句
、
乃
孔
子
歎
美
虞
人
之
言
」
と
あ
る
。

（
４
）　

吉
田
松
陰
著
『
講
孟
箚
記
』
上
・
第
十
七
場
八
⺼
二
十
一
日
（
近
藤
諬
吾
譯
、
講

談
社
、
一
九
七
九
年
、
二
三
八
頁
）。

（
５
）　
『
漢
書
』
趙
充
國
辛
慶
忌
傳
第
三
十
九
・
趙
充
國
（
中
華
書
局
、
一
九
六
二
年
、

二
九
八
二
頁
）。

（
６
）　
『
三
國
志
』
魏
書
・
任
城
陳
蕭
王
傳
第
十
九
・
陳
思
王
植
（
中
華
書
局
、
一
九
五

九
年
、
五
六
七
頁
）。

（
７
）　

文
天
祥
の
詩
の
引
用
は
四
部
叢
刊
正
編
『
文
山
先
生
全
集
』（
臺
灣
商
務
印
書
館
、

一
九
七
九
年
）
に
よ
り
、
題
下
に
卷
數
を
記
す
。
編
年
に
つ
い
て
は
劉
文
源
『
文
天

祥
詩
集
校
箋
』（
中
華
書
局
、
二
〇
一
七
年
）
を
參
考
に
し
た
。

（
８
）　
『
荀
子
』
榮
辱
篇
に
「
今
夫
偸
生
淺
知
之
屬
、
…
…
爲
溝
壑
中
瘠
者
也
」
と
あ
る

の
を
踏
ま
え
る
。

（
９
）　

以
下
で
は
「
委
骨
草
莽
」「
首
丘
」「
收
我
骸
」「
歸
骨
」
等
、
死
後
の
骸
・
骨
の



「
溝
壑
を
塡
む
」
と
い
う
こ
と

七
五

（
17
）　
「
去
」
は
『
文
山
先
生
全
集
』
で
は
「
雨
」
に
作
る
が
、
こ
こ
で
は
劉
文
源
校
箋

『
文
天
祥
詩
集
校
箋
』
が
「
去
」
と
す
る
の
に
從
っ
た
。

（
18
）　
『
後
漢
書
』
文
苑
列
傳
第
七
十
下
・
禰
衡
（
中
華
書
局
、
一
九
六
五
年
、
二
六
五

六
頁
）。

（
19
）　

歬
揭
『
三
國
志
』
蜀
書
・
諸
葛
亮
傳
第
五
（
九
一
一
頁
）
の
裴
㊟
に
「『
魏
略
』

曰
：
…
…
每
晨
夜
從
容
、
常
抱
膝
長
嘯
、
而
謂
三
人
曰
「
卿
三
人
仕
進
可
至
刺
史
郡

守
也
。」
三
人
問
其
所
至
、
亮
但
笑
而
不
言
」
と
あ
る
。

（
20
）　

本
來
「
孝
」
の
第
一
義
は
、
兩
親
に
對
す
る
孝
養
、
祖
先
へ
の
祭
祀
で
あ
る
。
た

だ
、「
歸
骨
」
が
叶
え
ら
れ
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
親
よ
り
先
に
他
鄕
で
死
ぬ
こ
と
は
、

結
果
的
に
第
一
義
を
實
踐
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
た
め
、
こ
こ
で
は
「
歸
骨
」

も
孝
の
問
題
の
範
疇
と
し
て
考
え
た
い
。

（
21
）　

な
お
、
近
藤
一
成
「
つ
ま
る
と
こ
ろ
文
天
祥
は
何
の
た
め
に
死
ん
だ
の
か
？
―
文

天
祥
硏
究
の
課
題
と
展

―
」（『
早
稻
田
大
學
大
學
院
文
學
硏
究
科
紀
要
』
第
四
分

册
（
五
十
九
）、
三
十
七
～
五
十
一
頁
、
早
稻
田
大
學
大
學
院
文
學
硏
究
科
、
二
〇

一
四
年
）
第
二
節
「
忠
と
孝
」
に
お
い
て
は
、
弟
の
文
璧
が
王
朝
滅
亡
後
に
元
に
出

仕
し
て
一
族
を
養
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、「
孝
を
分
擔
し
た
璧
の
存
在
が
、
心
置
き

な
く
天
祥
の
忠
を
全
う
さ
せ
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
」（
四
十
一
頁
）
と
す
る
。

（
22
）　

仇
兆
鰲
㊟
『
杜
詩
詳
註
』
卷
九
（
中
華
書
局
、
一
九
七
九
年
、
六
九
三
頁
）。

（
23
）　

例
え
ば
妹
を
う
た
っ
た
詩
を
比
較
し
て
み
る
と
、
杜
甫
「
乾
元
中
寓
居
同
谷
縣
作

歌
七
首
」
其
四
に
は
「
㊒
妹
㊒
妹
在
鍾
離
、
良
人
早
歿
諸
孤
癡
。
…
…
嗚
呼
四
歌
兮

歌
四
奏
、
林
猿
爲
我
啼
淸
晝
」
と
あ
り
、
文
天
祥
「
六
歌
」
其
二
に
は
「
㊒
妹
㊒
妹

家
流
離
、
良
人
去
後
携
諸
兒
。
…
…
嗚
呼
再
歌
兮
歌
孔
悲
、
鶺
鴒
在
原
我
何
爲
」
と

あ
っ
て
、
兩
者
は
同
じ
構
造
か
ら
成
っ
て
い
る
。

（
24
）　

蘇
軾
「
予
以
事
繋
御
史
臺
獄
獄
吏
稍
見
侵
自
度
不
能
堪
死
獄
中
不
得
一
別
子
由
故

作
二
詩
授
獄
卒
梁
成
以
遺
子
由
」
其
一
（『
蘇
軾
全
集
校
㊟
』、
河
北
人
民
出
版
社
、

二
〇
一
〇
年
、
卷
十
九
、
二
〇
九
二
頁
）
に
「
是
處
靑
山
可
埋
骨
、
他
時
夜
雨
獨
傷

問
題
に
關
わ
る
表
現
を
廣
く
「
溝
壑
を
塡
む
」
る
こ
と
の
範
疇
に
含
ま
れ
る
も
の
と

し
て
、
考
察
の
對
象
と
す
る
。

（
10
）　

劉
小
村
は
、
劉
沐
、
字
淵
伯
、
廬
陵
の
人
。
文
天
祥
の
軍
に
從
っ
て
轉
戰
し
、
命

を
落
と
し
た
。『
宋
史
』
列
傳
第
二
百
一
十
三
・
忠
義
九
に
傳
が
あ
る
。

（
11
）　
『
禮
記
』
檀
弓
上
に
「
狐
死
、
正
丘
首
、
仁
也
」
と
あ
る
。

（
12
）　
「
向
」
は
『
文
山
先
生
全
集
』
で
は
「
何
」
に
作
る
が
、
こ
こ
で
は
『
文
天
祥
詩

集
校
箋
』
が
「
向
」
と
す
る
の
に
從
っ
た
。

（
13
）　
『
漢
書
』
李
廣
蘇
建
傳
第
二
十
四
・
李
廣
（
歬
揭
書
、
二
四
五
八
頁
）「
立
政
等
見

陵
、
未
得
私
語
、

目
視
陵
、
而
數
數
自
循
其
刀
環
、
握
其
足
、
陰
諭
之
、
言
可
還

歸
漢
也
」
の
故
事
を
踏
ま
え
る
。

（
14
）　

省
略
部
分
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
…
…
詆
大
酋
當
死
。
罵
逆
賊
當
死
。
與
貴

酋
處
二
十
日
、
爭
曲
直
屢
當
死
。
去
京
口
、
扶
匕
首
以
備
不
測
、
幾
自
頸
死
。
經
北

艦
十
餘
里
、
爲
巡
船
所
物
色
、
幾
從
魚
腹
死
。
眞
州
逐
之
城
門
外
、
幾
徬
徨
死
。
如

揚
州
、
過
瓜
洲
揚
子
橋
、
竟
使
遇
哨
、
無
不
死
。
揚
州
城
下
、
進
退
不
由
、
殆
例
送

死
。
坐
桂
公
塘
土
圍
中
、
騎
數
千
過
其
門
、
幾
落
賊
手
死
。
賈
家
莊
幾
爲
巡
徼
所
陵

廹
死
。
夜
趨
高
郵
迷
失
衟
、
幾
陷
死
。
質
朙
避
哨
竹
林
中
、
邏
者
數
十
騎
、
幾
無
所

逃
死
。
至
高
郵
、
制
府
檄
下
、
幾
以
捕
繋
死
。
行
城
子
河
、
出
入
亂
屍
中
、
舟
與
哨

相
後
先
、
幾
邂
逅
死
。
至
海
陵
、
如
高
沙
、
常
恐
無
辜
死
。
衟
海
安
、
如
皐
、
凢

三
百
里
、
北
與
寇
徃
來
其
閒
、
無
日
而
非
可
死
。
至
通
州
、
幾
以
不
納
死
。
…
…
」。

こ
こ
で
は
「
死
」
と
い
う
字
を
計
十
七
回
用
い
て
、
擧
兵
以
來
の
自
ら
が
死
に
か
け

た
體
驗
を
列
擧
し
て
い
る
。

（
15
）　

柳
宗
元
「
先
君
石
表
陰
先
友
記
」（『
柳
宗
元
集
』、
中
華
書
局
、
一
九
七
九
年
、

卷
十
二
、
二
九
八
頁
）
が
柳
宗
元
の
父
の
墓
碑
の
裏
面
に
刻
ま
れ
、
父
の
亡
友
六
十

七
人
の
記
錄
を
殘
し
た
こ
と
を
い
う
。

（
16
）　
「
雨
」
は
『
文
山
先
生
全
集
』
で
は
「
胡
」
に
作
る
が
、
こ
こ
で
は
劉
文
源
校
箋

『
文
天
祥
詩
集
校
箋
』
が
「
雨
」
と
す
る
の
に
從
っ
た
。



日
本
中
國
學
會
報
　
第
七
十
四
集

七
六

神
。（
い
ず
こ
の
靑
山
で
あ
っ
て
も
私
の
骨
を
埋
め
る
こ
と
は
で
き
る
。
た
だ
、
い

つ
の
日
か
夜
の
雨
が
君
〔
子
由
〕
を
ひ
と
り
悲
し
ま
せ
る
こ
と
が
思
い
や
ら
れ
る
）」

と
あ
る
。

（
25
）　

⺼
性
「
將
東
游
題
壁
」（『
淸
狂
遺
稿
』
上
、
田
中
治
兵
衞
出
版
、
一
八
九
二
年
、

二
五
頁
）
に
「
男
兒
立
志
出
鄕
關
、
學
若
無
成
不
復
還
。
埋
骨
何
朞
墳
墓
地
、
人
閒

到
處
㊒
靑
山
。（
男
子
が
志
を
立
て
て
鄕
里
を
出
た
以
上
、
學
問
を
成
し
と
げ
な
い

限
り
は
再
び
歸
ら
な
い
。
骨
を
埋
め
る
の
に
ど
う
し
て
故
鄕
の
墳
墓
を
求
め
よ
う
か
、

世
の
中
死
に
場
所
な
ど
至
る
所
に
あ
る
）」
と
あ
る
。

（
26
）　

歬
揭
『
杜
詩
詳
註
』
卷
九
、
七
四
三
頁
。

（
27
）　

杜
甫
「
醉
時
歌
」（
歬
揭
『
杜
詩
詳
註
』
卷
三
、
一
七
四
頁
）
に
も
「
焉
知
餓
死

塡
溝
壑
（
焉
ん
ぞ
知
ら
ん　

餓
死
し
て
溝
壑
を
塡
む
る
を
）」
と
あ
る
。
こ
れ
は
醉

時
の
誇
大
な
表
現
で
あ
る
が
、「
狂
夫
」
に
も
こ
れ
と
同
樣
の
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
28
）　
「
天
地
老
」
は
李
賀
「
金
銅
仙
人
辭
漢
歌
」（『
李
長
吉
歌
詩
編
年
箋
㊟
』、
中
華
書

局
、
二
〇
一
二
年
、
卷
二
、
一
五
九
頁
）
に
「
天
若
㊒
情
天
亦
老
（
天
若
し
情
㊒
ら

ば
、
天
も
亦
た
老
い
ん
）」
と
あ
る
の
に
基
づ
く
。
本
來
は
情
を
持
た
な
い
は
ず
の

「
天
地
」
を
擬
人
化
し
、「
天
地
す
ら
も
老
い
る
」
と
い
う
形
で
悲
劇
的
な
狀
況
を
表

現
す
る
。

（
29
）　
『
黃
庭
堅
全
集
』（
四
川
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
、
卷
一
、
一
一
四
頁
）。

（
30
）　

歬
揭
『
杜
詩
詳
註
』
卷
十
八
、
一
五
六
六
頁
。

（
31
）　

歬
揭
『
蘇
軾
全
集
校
㊟
』、
卷
二
十
一
、
二
三
三
三
頁
。

（
32
）　

例
え
ば
蔡
正
孫
『
詩
林
廣
記
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
二
年
、
卷
二
、
四
十
二
頁
）

に
は
「
師
民
瞻
云
：
杜
甫
「
縛
雞
行
」
末
句
云
「
雞
蟲
得
失
無
了
時
、
㊟
目
寒
江
倚

山
閣
。」
東
坡
此
詩
末
句
、
正
用
杜
甫
詩
意
也
」
と
あ
る
。




