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陶
淵
明
に
お
け
る
虚
構
の
あ
り
方

は

-

｢自
祭
文
｣
･
｢
挽
歌
詩
｣
を
中

心

に
し
て
-

上

里

賢

一

｢五
柳
先
生
伝
｣
は
､
架
空
の
世
界
を
想
起
せ
し
め
る
物
語
的
な
書
出
し
に
よ
っ
て
'
自
己
の
理
想
と
す
る
人
物
像
を
描
写
し
た
も

の
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
は
､
陶
淵
明
の
現
実
に
立
脚
L
t
そ
の
生
活
の
実
相
を
強
く
反
映
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
､
実
録
的
日
伝
と
さ
え

み
そ
さ
れ
て
き
た
｡
し
か
し
'
あ
る
特
定
の
人
物
の
伝
記
と
い
う
形
を
と
り
な
が
ら
も
'
そ
れ
は
'
想
像
力
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
た

自
己
の
理
想
と
す
る
好
ま
し
い
人
物
像
で
あ
り
'
現
実
生
活
に
お
い
て
は
､
外
的
に
も
内
的
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
束
縛
に
悩
む
自
己
を
'

あ
ら
ゆ
る
桂
根
か
ら
解
放
し
て
'
自
分
の
信
念
と
性
向
の
ま
ま
に
'
純
粋
素
朴
に
生
き
た
人
物
と
し
て
記
録
し
た
の
で
あ
っ
た
｡
し
た

が
っ
て
'
こ
の
理
想
的
人
物
は
､
こ
の

｢伝
記
｣
の
最
後
に

｢此
を
以
て
自
ら
終
る
｣
-

こ
の
よ
う
な
生
活
を
つ
づ
け
た
ま
ま
そ
の

一
生
を
終
え
た
-

と
言
う
よ
う
に
､
理
想
的
な
人
物
の
ま
ま
で
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
必
然
性
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
.

し
か
も
､
そ
の
よ
う
に
死
ん
で
は
じ
め
て

｢上
柳
先
生
伝
｣
に
描
か
れ
た
高
潔
無
欲
を
隠
者
､
あ
る
い
は
純
真
素
朴
な
自
由
人
と
し

て
の
自
画
像
は
､
永
遠
に
確
立
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
同
時
に
'
発
想
が
虚
構
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
の
物
語

に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
た
せ
'
作
目洲
と
し
て
の

一
貫
性
を
与
え
た
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
｡

高
潔
無
欲
な
自
由
人
と
し
て
の
生
活
を
送
り
'
そ
し
て
死
ん
で
い
っ
た
と
い
う
こ
の
人
物
が
､
自
己
の
死
を
想
定
し
て

｢自
祭
文
｣
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と

｢挽
歌
詩
｣
を
作

っ
て
い
る
｡

｢
五
柳
先
生
伝
｣

に
描
か
れ
た
自
画
像
が
現
世

に
お
け
る
理
想
的
人
物
像
だ
と
す
る
と
'

｢自
祭
文
｣

と

r
挽

歌

詩

｣

に
歌
わ
れ
る

｢死
者
｣
と
し
て
の
陶
淵
明
は
､

｢
上
柳
先
生
｣
を
そ
の
ま
ま
死
な
せ
た
よ
う
な
､
純
真
素
朴
な

｢死
者
｣

で
あ
ろ

う

と

し

た
と
い
え
る
の
で
は
を
か
ろ
う
か
o

L
か

し
､
陶
淵
明
が
死

に
つ
い
て
語

っ
て
い
る
詩
句
を

つ
ぶ
さ
に
な
が
め
て
み
る
と
'
彼
は
死

に
つ
い
て
､

｢
白
祭
文
｣
や

｢
挽
歌

詩
｣

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
悟
り
き

っ
た
思
想
を
侍

っ
て
い
た
の
で
は
な
か

っ
た
ば
か
り
か
'
む
し
ろ
'
激
し
い
矛
盾
と
分
裂

に
悩
ん
で

い
た
し
そ
の
矛
盾
を
奥
深
く
秘
め
て
､
た
え
ず
自
問
自
答
を
練
り
返
え
し
､
自
己
の
内
部
を
た
え
ず
第
三
者
的
止
揚
か
ら
見

つ
め
る
と

い
う
こ
と
が
､
死
ぬ
ま
で
続

い
た
よ
-
で
あ
る
｡
彼

に
対
話
形
式
や
モ
ノ
ロ
ー
ク
形
式

の
作
目Ⅷ
が
数
多
く
あ
る
こ
と
は
､
彼
が
自
己
を

客
観
化
L
へ
そ
れ
を
通
し
て
内
的
矛
盾
を
統

一
し
調
和
さ
せ
よ
-
と
努
力
し
た
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

そ
こ
で
ま
ず
'
陶
淵
明
の
作
目州
に
著
し
い
矛
盾

･
葛
藤
の
姿
を
､
そ
の
死

に
つ
い
て
述

べ
て
い
る
詩
句
を
例

に
整
理
し
て
お
く
こ
と

に
し
よ
う
｡
陶
淵
明
は
､
直
接

｢死
｣
と

い
う
こ
と
ば
を
使
う
だ
け
で
な
く

｢化
｣

(大
化

･
幻
化

･
乗
化
等
も
含
む
)
と
い
-
こ

と
ば
で
死
を
表
現
し
て
い
る
｡
そ
の
他
､
日
月
の
推
移
や
肉
体
的
衰
え
等
を
通
じ
て
死
を
表
現
し
て
お
り
'
そ
の
表
現
方
法
は
多
様
で

敗
も
多

い
｡
ち
な
み
に
､
そ
の
使
用
例
を
見
る
と
､

｢死
｣
と

い
う
語
で
直
接
表
現
し
て
い
る
も
の
と
'
｢
化

｣

と

い
-
語
で
-
-
ら

れ
る
表
別
の
数
は
そ
れ
ぞ
れ
卜
L
例
で
あ
り
(数
え
方

に
も
よ
る
が
)へ
そ
の
他

の
例
は
､
こ
れ
よ
り
や
や
少
な

い

程
度
で
､
作
=m
全
体

(ほ
t

に
占
め
る
別
合
か
ら
み
て
か
な
り
の
数

に
の
ぼ

っ
て
い
る
｡

陶
淵
明
に
お
け
る
死

に
つ
い
て
の
矛
t･il
･
葛
藤
は
'
死

に
つ
い
て
の
達
鶴

(あ
る

い
は
諦
観
)
と
､
生
命
に
対
す
る
軌
君

(あ
る

い

へAtJ2

は
死

に
対
す
る
恐
怖

)
と

い
う
形
で
露
呈

す

る

｡

かケ
㌧

運
生
会
帰
尺
＼

運
生
は

会

す

尺
､-
る
に
帰
す

終
古
謂
之
黙

終
古

之
を
然
り
と
謂
う
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世
間
有
松
喬

世
間

に
松
喬
あ
り

於
今

定
回
朋

今

に
於

て
遥
め
て
何
を
か
聞
く

(
｢連
両
独
飲
｣
)

卿
乗
化
以
帰
尽

卿

か
化

に
乗

じ
て
以

て
E
,く
る
に
帰

し

▲り

楽
夫
大
命
復
葵
疑

夫
の
l<
命
を
楽

し
み
て
復
た
実
で
疑
わ

ん

(
｢帰
去
来
今

辞
｣
)

こ
れ
ら
の
詩
句
は
'
死

に
つ
い
て
あ
る
悟
り
の
心
境

に
遵

し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
生
け
る
者

に
死
は
不

可
避
で
あ
る
の
に
へ
松

(赤
松
仁
)
･
喬

(王
仁
喬

)
等

の
仙
人
を
持
ち
山
す
の
は
愚
か
だ
と
し
て
､
た
だ
万
事
を
天
運

に
委
ね
て
‖
然

の
変
化

の
ま
ま
に
し
た

い
と

い
う
の
で
あ
る
｡

｢連
雨
独
飲
｣

の
抑
旬
は
'

｢生
あ
れ
ば
必
ず
死
あ
り
｣

(
｢挽
歌
詩
｣
其

こ

｢人
化

l+･,I,

の
中

に
縦
漉

し

喜
ば
ず
ま
た
惚
れ
ず

応

に

尺
､く
す
べ
く
ん
は
使
ち
須
ら
く
代
､き
し
む
べ
し
｣

(
｢形
影
神
｣
神
釈

)
と
共
通
す
る
心

境

の
表
白
で
あ
り
'
覚
醒

し
た
人
間
観
察

か
ら
引
き
出
さ
れ
た
安

ら
か
な
境
地
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
｡
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万
化
相
尋
異

人
生
量
不
労

従
古
皆
右
投

念
之
中
心
焦

何
以

称

我

情

濁

酒

且

自

陶

千
載
非
所
知

万
化

相

い
尋

い
で
輿
Itbり

人
生

崖

に
労
せ
ざ
ら
ん
や

古

よ
り
皆

没
す
る
有
り

お一.

之
を
念
え
ば
中
心
焦
が
るⅦ

i3ln

何
を
以
て
か
服
が
情
に

称
え
ん

.'J
･.

IIJの

濁
酒

且

く
‖
ら
陶
し

ま
ん

千
職
は
知
る
所

に
非
ず



卿
以
永
今
期

日
用
榔
人
去

有
志
不
便

朗

念
此
懐
悲
憤

終
暁
不
能
静

日
月
還
復
周

禎
去
不
再
暢

聾
者
往
昔
時

憶
此
断
人
腸

一〃一l-

朝
か
以

て
今
朝
を
永
う
せ
ん

(
｢
己
酉
歳

九

円
九
日
｣
)

日
日

人
を
榔

て

て
去
り

志
あ

る
も
駅
す
る
を
得
ず

..I-.

い..,

此
を
念

い
て
悲
憤
を
懐
き

暁
に
終

る
ま
で
静

か
な
る
能

わ
ず

(
｢
維
詩
｣
其
二
)

わ′､

n
H
は
還
り
復
た
周

る
も

1/I/

し

我

去
り
て
再
び
陽

き
ず

替
脊
た
り
往
晋

の
時

T2.りト
た

此
を
憶
え
ば
人

の
腸
を

断た

し
む

06

(
｢雑
詩

｣
其
三
)

右
の
三
首
の
詩
句
は
'
死
に
対
す
る
恐
怖

へ
こ
と
ば
を
換
え
て
言
え
ば
生
に
対
す
る
執
着
の
表
口
で
あ
る
｡

こ
の
よ
-
な
対
立
し
た
肥
え
方
は
､
諭
埋
的
に
追
究
す
れ
ば
明
ら
か
に
矛
盾
し
た
態
度
で
あ
り
'
岡
村
繁
が
指
摘
す
る
と
お
り
'
臼

家
掩
着
と
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
た
だ
'
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
､
こ
の
死
に
対
す
る
矛
盾
し
た
肥
え
方
'
岡
村
繁

＼T;3
＼

に
よ
れ
ば

｢死
生
観
に
見
ら
れ
る
了
倍
と
迷
執
の
二
面
性
｣
と
い
わ
れ
る
も
の
は
､
淵
明
に
あ
っ
て
は
､
矛
盾
の
ま
ま
に
放
置
さ
れ
て

い
た
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
.
対

･TjL
拒
否
し
合
う
二
つ
の
選
択
肢
は
t
H
分
白
身
に
向
け
て
投
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ

り
'
し
か
も
そ
の
中
の
ど
ち
ら
の
が
わ
の
選
択
に
よ
っ
て
も
他
の

一
方
を
完
全
に
否
定
し
さ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
し
て
'
彼
の



胸
の
奥
底
で
堂
堂
巡
り
を
繰
り
返
え
す
と
い
-
矛
盾
で
あ

っ
た
よ
う
だ
｡
ま
た
､
こ
の
二
つ
の
矛
盾
は
､
相
殺
し
合

っ
て
消
え
去

っ
て

し
ま
う
よ
-
な
も
の
で
は
な
く
､
便
宜
的
に
か
け
合
わ
せ
て
中
和
さ
せ
て
し
ま
え
る
種
類
の
も
の
で
も
な

い
｡
そ
れ
だ
け
に
､

｢死
｣

と
い
う
人
間
だ
け
が
問
題

に
し
得
る
課
題
は
'
陶
淵
明
を
強
く
と
ら
え
て
'
忘
れ
て
し
ま
-
こ
と
も
､
思
考
を
停
止
し
て
し
ま
う
こ
と

も
許
さ
な
い
も
の
と
し
て
､
奥
深

い
と
こ
ろ
で
次
第

に
肥
大
し
て
い
く
魔
性
と
な

っ
て
'
彼
が
死
ぬ
ま
で
増
殖
し
続
け
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
｡

た
し
か
に
'

｢死
｣
を
め
ぐ

っ
て
の
淵
明
の
矛
盾

･
自
家
撞
着
は
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
が
'
彼
は
そ
の
両
極

に
分
裂
す

る
自
分
の
内
面
の
声
に
耳
を
傾
け
'
そ
の
両
者
を
統

一
し
調
和
さ
せ
よ
-
と
努
力
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
そ
の
直
接
の
証
明
に
な

る
と
思
わ
れ
る
も
の
は
'

｢形
影

神

｣

の
中
の

(神
釈
)
で
あ
ろ
う
｡
自
己
の
分
身

で
あ
る
形
と
影
の
両
者
の
問
答

に
対
し
て
'
こ
れ

も
も
-

一
人
の
自
分
で
あ
る
神

(

精

神
)
が
評
価
を
下
す
と
い
-
形
式

の
こ
の
作
品
は
'
死
と
い
う
主
題
を
め
ぐ

っ
て
の
問
答
で
あ
る
｡

人
間
に
と
っ
て
死
と
は
何
か
'
そ
の
死

に
ど
の
よ
-
に
対
処
す
べ
き
か
t
と
い
う
こ
と
が
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
｡
そ
し
て
'

｢
帰
園

田
居
｣
其
四
に
お
け
る
対
話
や
､

｢維
詩
｣
其
二

･
｢
擬
古
｣
其
二
等
に
お
け
る
独
白
あ
る
い
は
自
問
自
答
の
詩
な
ど
は
､
そ
の
間
接
的

な
証
明
と
な
り
う
る
と
思
わ
れ
る
｡
そ
し
て
'

｢形
影
神
｣

に
お
け
る

八神
釈
)
の
あ
り
方
を
推
し
進
め
て
'
純
粋
な
形
に
し
た
も
の

と
し
て
'

｢
自
祭
文
｣
や

｢裸
歌
詩
｣

に
う
た
わ
れ
る
死
生
観
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
-
.

死

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
詩
句
が
'
こ
の
よ
-
に
矛
盾
や
自
家
撞
着
と
も
見
ら
れ
る
二
面
性
を
持
ち

つ
つ
'
し
か
も
､
た
え
ず
こ
の

両
者
の
統

一
を
目
指
し
て
苦
悩
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
す
れ
ば
'
そ
の
統

一
の
さ
れ
方
は
ど
-
で
あ
る
の
か
｡
そ
し
て
'
そ

れ
に
よ

っ
て
苦
悩
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
か
t
と

い
-
こ
と
は
問
題

に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
｡
ま
た
､
死
と
い
-
深
刻
な
問

題
と
虚
構
と

い
う
こ
と
が
､
ど
の
よ
-
に
開
通
し
合

っ
て
い
る
の
か
､
虚
構
の
導
入
に
よ

っ
て
へ
死
と
い
う
重
大
な
問
題
に
対
す
る
姿

勢
が
ど
の
よ
-
に
明
確

に
表
現
さ
れ
た
と
い
う
の
か
､
そ
れ
は
淵
明
の
作
品
に
い
か
な
る
独
自
性
と
特
徴
を
与
え
て
い
る
か
､
と

い
-

ー107-



こ
と
な
ど
は
大
き
な
問
題

に
な
る
｡
さ
ら
に
'
陶
淵
明
は
､
常

に
自
己
の
生
活

に
密
着
し
て
作
品
を
構
想
L
へ
題
材
も
ほ
と
ん
ど
自
分

の
身
近
か
な
も
の
に
求
め
て
き
た
詩
人
で
あ
る
が
'
虚
構
を
試
み
る
と
い
う
こ
と
は
'
そ
-
し
た
淵
明
の
特
徴
と
'
ど
の
よ
う
に
か
か

わ
り
あ

っ
て
い
る
の
か
｡
虚
構
は
'
淵
明
の
自
己
凝
視
や
自
己
客
観
化
が
徹
底
し
深
化
さ
れ
て
い
っ
た
結
果
獲
得
さ
れ
確
立

さ
れ
た
も

の
で
あ
る
が
､
そ
う
し
た
自
己
の
内
面
を
視

つ
め
る
と

い
う
､
内
面
化

の
こ
こ
ろ
み
が
'
当
時
の
時
代
相
と
な
ん
ら
か
の
か
か
わ
り
が

あ
る
の
か
'
と

い
う
こ
と
な
ど
も
問
題

に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
-
0

注

①

陶
淵
明
の
作
品
の
な
か
で
､
死
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
詩
句
は
'
筆
者
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
｡

一
'
直
接

｢死
｣
と
い
う
語
で
表
現
し
て
い
る
も
の
｡

①
老
少
同

1
死
'
賢
愚
無
複
数

(｢形
影
神
｣神
釈
)

②
薪
老
向
翠
吉
､
死
没
無
複
余

(｢帰
園
田
店
｣其
凹
)

③

一
生
亦
枯
帖
'
死
去
叫
小
知

(
｢飲
酒
｣具
十

1
)

④
斯
人
久
rJ
死
､
郷
里
習
其
風

(｢
擬
古
｣英
二
)

⑤
朝
与
に
遜
生
'
夕
死
後
何
求

(｢
詠
技
士
｣見
川
)

⑥
那
卜
姥
知
己
'

拙
剣
i
･=準
]{
(｢詠
別
珂
｣
)

⑦
不
死
復
不
老
'
〃
歳
如
平
常

(｢
読
山
海
経
｣具
八
)

亜
美
塩
権
能
変
'
弧
.Ij
遂
独
死

(｢川
｣
兆
卜

こ

⑨
小

生
必
有
死
t
LL
終
非
命
促

(｢挽
歌
詩
｣
iJi二

)

⑲
死
去
何
所
道
へ
詑
体
同
山
阿

(｢同
Lq
'三
)

岨
雛
好

:LL
LA,行
弟
､
川
死
生
之
片
･*
(｢感
ヒ
1<

遇
眺
｣
)

嘘
哀
央
韓
生
'
尭
死
説
艶

(｢説
史
述
九
弟
｣
韓
非
)

⑬
天
地
賦
命
へ
生
必
心
死

(｢LJl･L
僻
等
疏
｣
)
⑲
死
生
有
命
､
禽
故
作
1人
(｢同
｣
)

⑮
死
加
古
知
､
相
見
席
盟

(｢祭
程
氏
妹
文
｣
)

⑲
死
生
其
方
'
存
亡
有
城

(｢祭
従
弟
敬
遠
丈
｣
)

頭
人
生
実
錐
､
死
帥
之
何
(｢‖
祭
文
｣
)

一､

｢化
し

(人
化

･
幻
化
等
も
人
.↓む
)
と
い
う
治
で
超
脱
し
て
い
る
も
の
｡

①
服
無
硝
化
術
'
必
鯛
1<
復
旋

(｢形
彬
神
｣
形
S川
｡彬
)

②
縦
浪
大
化
中
､
不
題
亦
不
偶

(｢同
｣
神
釈
)

3人
生
似
幻
化
'
終
}
7

仰
望
撫
(｢
仰
憾

u
EicL
妓
凶
)

rl
遊
化
成
爽
険
'
雄
志
撫
仙瓜
隆

(｢Lj日
日
一作
和
戴
E
薄
｣
)

㊥
形
骸
久
巳
化
､
心
在
復

何言
(｢辿
両
独
鉄
｣
)

⑥
目
送
回
舟

遠
'
惰
随
〃
化
移

(｢於
王
撫
博
坐
送
客
｣
)

⑦
窮
通
廊
化
膿
'
仰
棚
由
化
遷

(｢威
張
神
慮
常
桔
｣
)

⑧
卿
且
感
化
遷
､
終
反
放
生
膿
(｢始
作
鎖
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博
参
軍
経
曲
阿
作
｣
)

@
射
然
来
化
ム
'
終
1人
不
松
形

(｢悲
従
弟
仲
徳
｣
)

適
溝
恐
人
化
代
,t
h刈
力
不
及
袋

(｢還
旧
.i
=｣
)

⑪
流
幻
.C
咋
小
'

･lg(,姥
日
用
推
､
形
述
感
化
往
'
霊
府
艮
独
=E

(｢戊
申
歳
八
日
小
遇
火
｣
)

幽
〃
化
相
錦

児
'
人
生
山.江
.I
:1..<

(
｢
.J
t5
1
i
歳
九
日
九
日
｣
)

⑬
省
超
｢

食
脂
､
臨
化
消
炎
宝

へ｢飲
肺
｣
共
卜

.
)

幽
霧
化
触

嘉
.J
t
飢
乍
非

一
-;

(｢読
山
海
経
｣
eiJ二
)

歯周
物
既
無
慮
､
化
上
.<
似
悔
(｢=拭
山
海
結
｣

施
卜
)

噛
聯
乗
化
以
帰
.i
,'
雅
人
大
命
〃似

賓触
(
｢州
上
米
今

辞
｣
)

Pd
余
人
′
斯
化
､
叫
以
無
恨

(｢｡
祭
文

｣

ノ

二
'
日
日
の
推
移
や
肉
体
の
東
え
等
に
よ
っ
て
死
を
衷
脱
す
る
も
の

①
出
燭
典
嘩
'
夕
L
虫
之
'

人
生
若
寄
､
印
帥
石
崎

(｢米
本
｣
推

l

)

必
繁
盛
托
根
､
慨
荘
不
存

(r同
｣
共

二

)

6
73
悲
=
‖
之
退
往
'
悼
1it
咋

之
不
留

(
｢
遊
斜
川
｣
作
)

④
問
歳
促
五
日

'吾
生
行
帰
休

(｢遊
斜

川
｣
)

9

1
日
石

歳
後
'
相
1.1還
北
印

(｢

舶
古
｣
非
川
)

㈲
人
生
無
根
軍

規
如
帽
上
塵

へ
｢稚
詩
｣
典

.
)

⑦
日
日
榔
人
上
'
〃
志
不
雌
餅

(｢川
｣
姫
二
)

紗
日
日
還
″偵
周
'
北
ム
不
再
は

(
｢川
｣
iirI.i)

⑨
.･的
朗
Li通

釈

玄
響
早
.J
H
､
糸
標
挿
入
姐
'
前
塗
漸
就
窄
､
有
為
逆
旅
命
､
-k
如
}T
上
客
'
上
丘
紋
日
之
､
南
山
ん
旧
宅

(
｢
川
｣托
し
)

一

わ

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
,
次
の
人
た
ち
に
適
切
な
指
摘
が
あ
り
参
考
に
し
た

吉
川
や
次
郎

r粕
淵
明
巨

新
潮
丈
仲

･一･川
-
･一川
へ
I
シ

㈹

･
海
加
瀬

r陶
淵
明
し
幻
滅
詩
人
遥
脆
,

･
･1
へ
I
:ン
0
小
守
郁
1

｢陶
淵
明
の
川
心
軸
心L
r
日
本
小
四
‥･1
へ
姦

J
,
抗
い
hハ
幣

川
村
繁

r陶
淵
州
-
I

I

俗
と
超
俗
J
N
H
K
プ
ノ
ク
ス
･八
L
～
九

.
へ
-

シ
rJ

◎

岡
村

繁

r紬
淵
明
-
壮
俗
と
超
俗
L
N
H
K
ブ

ノ
ク
ス
｡

二

｢形
影
神
｣

が
'
陶
淵
朋
の
死
生
観
を
見
る
う
え
で
'
重
要
な
位
置
を
占
め
る
作
目…
で
あ
る
こ
と
は
'
す
で
に
何
度
も
指
摘
さ
れ
て

き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
'
陶
淵
明
の
死
生
観
を
め
ぐ
る
二
面
性
と
虚
構
と
い
う
古
州に
問
題
を
し
ぼ
っ
て
'
こ
の
作
目…
の
も
っ

て
い
る
特
色
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
｡



こ
の
作
品

に
は
'
次
の
よ
う
な
序
文
が
あ

っ
て
､
作
目m
制
作

の
目
的
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
｡

貴
賎
賢
愚
､
営
宮
と
し
て
以
て
生
を
惜
し
ま
ざ
る
は
美
し
'
こ
れ
甚
だ
惑
え
る
な
り
｡
故
に
極
め
て
形
影

の
昔
を
陳

べ
'
神
の
口

然
を
弁
じ
て
以
て
こ
れ
を
釈
け
る
を
言
う
｡
好
事

の
君
子
'
共

に
そ
の
心
を
取
れ
｡

こ
の
序
文

の
あ
と
､
｢形
｣
(肉
体
)
と

｢
影
｣
の
両
者

(
と
も
に
作
者
の
分
身
で
あ
る
)
を
登
場
さ
せ
て
'
死
生

に
つ
い
て
の
そ
れ
ぞ
れ
の

思
想
と
態
度
を
述

べ
さ
せ
た
後
'
こ
の
両
者
の
対
立
桔
抗
の
間
に
､
｢神
｣

(

精
神
)が
仲
裁
者
と
し
て
出
現
し
､
両
者

の
対
立
と
迷

い
を

解

こ
う
と

い
う
問
答
構
成

の
作
品
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
'

三
者

に
よ
る
問
答
体
と

い
う
形
式

の
作
品
は
'

｢陶

淵
明
以

､･什
-
,

前
に
は
す
く
な
く
'
ま
た
そ
れ
は
中
国
文
学
史

の
上
で
も
珍
し
い
発
想

の
仕
方
で

あ

る

｡
｣

と
い
わ
れ
て
い
る
｡
対
立
す
る
思
想
と
態

度
を
並
列
し
て
､
そ
の
優
位
性
を
争
わ
せ
る
と

い
う
の
は
'
読
者
の
側
か
ら
す
れ
ば
'
勝
負
を
競

い
合
う
両
者

の
優
劣
を
な
が
め
る
よ

う
な
興
味
が
あ
る
の
と
同
時

に
へ
そ
の
議
論

へ
の
参
加
を
促
な
さ
れ
る
と
い
う
効
果
を
も

つ
も
の
で
あ
る
.

さ
ら
に
'
兄
の
が
せ
な

い
重
要
な
こ
と
と
し
て
'
こ
の
よ
う

に
自
己
の
分
身
を
設
定
し
て
対
話
さ
せ
へ
さ
ら
に
も
う

.
人
の
分
身

に

判
定
を

F
さ
せ
る
と

い
う
構
想
が
､
冷
静
に
臼
己
の
内
面

の
あ
り
よ
う
を
硯

つ
め
確
認
し
よ
う
と
す
る
態
度
で
あ
る
t
と

い
う
こ
と
だ
｡

nJ1
分
の
内
面

に
と
ぐ
ろ
を
巻
く
矛
盾
を
'
積
極
的
に
引
き
ず
り
出
し
て
観
察

の
対
象
と
し
'
た
た
か
わ
せ
'
競
争
さ
せ
る
と

い
う
設
定

に
よ

っ
て
'
そ
こ
に
'
思
索
的
を
競

い
合

い
と
し
て
の
お
も
し
ろ
さ
と
'
知
的
遊
戯

の

1
面
が
浮
か
び
あ
が

っ
て
く
る
｡

こ
れ
は
'
死

と

い
う
テ
ー

マ
を
め
ぐ
る
三
者
の
主
張
と
'
そ
の
､上
張
の
あ
り
方
を
支
え
る
構
成
上

の
特
色
と
深
く
か
か
わ
り
あ

っ
て
､
こ
の
テ
ー
マ

を
め
ぐ

っ
て
の
作
者
の
想
像
力
と
知
的
好
奇
心
の
強
さ
と
大
き
さ
を
感
じ
と
ら
せ
る
の
に
卜
分
で
あ
る
｡
さ
ら
に
'
〓
己
を

･̀.
つ
に
分

解
し
た
発
想
と
'
そ
の
三
省
の
自
己
表
別
と
'
死
と

い
-
テ
ー
マ
を
め
ぐ
る
矛
iE
と
分
裂
を
何
と
か
紋

.
し
調
和
さ
せ
よ
う
と
す
る
議

論
の
内
容
的
発
脹
な
ど
か
ら
'
わ
れ
わ
れ
は
'
陶
淵
明
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
寄
せ
る
強

い
閲
心
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡

｢形
影
神
｣

に
お
け
る
死
生
観
の
あ
り
方
と
'
こ
の
作
品
の
持

つ
虚
構
生
が
'
ど
の
よ
う

に
｢∩
祭
文
｣
や

｢挽
歌
詩
｣
と
通
が
る
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の
か
を
考
察

す
る
た
め

に
も
'
そ
の
作
品
を
見

て
お
こ
-
0

形

贈

影

天
地

長

不

没

山
川
無
改
時

草
木
得
常
理

霜
露
栄
博
之

謂
人
最
霊
智

独
復
不
如
立

通
見
在
世
中

奄
去
磨
帰
期

其
覚
無

l
人

親
識
量
相
思

但
余
平
生
物

挙
目
情
懐
涌

我
無
騰
化
術

必
爾
不
復
疑

願
君
取
吾
言

得
酒
莫
萄
辞

形
'
影
に
贈
る

と
一)し

天
地
は
長
え
に
没
せ
ず

山
川
は
改
ま
る
時
な
し

草
木

は
常
理
を
得

て

霜
露

こ
れ
を
栄
博

せ
し
む

人
は
最
も
霊
智
な
り
と
謂
う
も

独
り
ま
た
か
く
の
如
く
な
ら
ず

た
ま
た
ま
世
中
に
在

り
と
見
る
も

た
◆フ●-

奄
ち
去
り
て
帰
期
な

し

な
ん
ぞ
覚
ら
ん

一
人

の
無

き
を

親
識
も
豊
に
相
思
わ
ん
や

のこ

た
だ
平

生
の
物
を
余
す

の
み

目
を
挙
ぐ
れ
ば

情
は
懐
涌
た
り

我

に
騰
化

の
術
な
け
れ
ば

必
爾

と
し
て
ま
た
疑
わ
ず

鯨
わ
く

は
君

吾

が
言
を
取

り

いや

酒
を
得
ば
萄

し
く
も
辞
す
る

こ
と
莫
か
れ

l l



こ
の
詩
で
､
陶
淵
明
は
自
然

の
長
久
な
る
の
に
比

べ
て
'
人
間

の
生
命

の
は
か
な
さ
を
あ
げ
て
い
る
｡
し
か
も
'
人

の
死
後

に
残
る

も

の
は
､
た
だ
使
用
し
て
い
た
物
だ
け
だ
o
仙
人

に
与
る
方
法
も
無

い
の
だ
か
ら
'
自
分
も
や
が
て
は
死
ん
で
帰
ら
ぬ
も
の
に
な
る
の

は
疑

い
の
な

い
こ
と
で
あ
る
｡
人
の
生
死
が
そ
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
な
ら
ば
､
酒
の
あ
る
と
き
に
は
､
辞
退
す
る
こ
と
を
ど
せ
ず
'

十
分

に
飲
ん
で
楽
し
み
を
尽
く
す
べ
き
で
あ
る
と
歌
-
｡

こ
こ
に
は
'
生
け
る
も

の
は
死
す
と

い
う
不
可
避

の
事
が
ら
を
正
視
L
t

い
た
ず
ら
に
不
老
不
死
な
ど
を
願

い
'
仙
境
を
夢
見
た
り

し
な

い
と

い
-
考
え
方

の
基
本
が
示
さ
れ
て
い
る
｡
同
時

に
'
生

け
る
も

の
に
不
可
避

で
あ
る
死

に
ど
う
対
処
す
る
か
の
態
度

の
問
題

で
は
､
き
わ
め
て
殺
郡
的
で
享
楽
的
な
処
し
方
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
-
｡
死

に
つ
い
て
の
基
本
的
な
考
え
方
と

い
-
点

で

は
､

｢卿
か
化

に
乗
じ
て
以

て
尽
-
る
に
帰
せ
ん
'
夫

の
天
命
を
楽
し
み
て
復
た
実
ぞ
疑
わ
ん
｣

(
｢
帰
去
来
今
辞
｣
)
､
｢
既

に
釆
た
れ

ば
軌
か
去
ら
さ
ら
ん

人
理

に
は
固
よ
り
終
あ
り
｣

(
｢
五
月
旦
作
和
戴
主
簿
｣
)'
｢
連
生
は
会
す
尽
く
る
に
帰
す
'
終
古

こ
れ
を
然

り
と
謂
う
｣

(
｢
連
雨
独
飲
｣
)'
｢人
生
は
寄

の
ご
と
く

緋
稚
す
る
こ
と
時
あ
り
｣

(
｢栄
木
｣
)､
｢
嚢
と
栄
と
は
這
在
す
る
こ
と
な
く

彼
此
こ
も
ご
も

こ
れ
を
共

に
す
｣

(
｢
飲
酒
｣
其

一
)
等

に
見
ら
れ
る
認
識
と
軌
を

1
つ
に
す
る
O
し
か
し
'
そ
れ
な
ら
ば
'
ど
う
対
処

す
べ
き
か
｡
そ
の
態
度
を
問
わ
れ
た
時
'
淵
明

の
内
鹿

は
人
き
く
揺
れ
る
｡
次

の

｢影
｣
の
｢
形
｣
に
対
す
る
反
論

に
そ
れ
が
顕
著
に
あ

ら
わ
れ
て
い
る
｡

112

影

答

形

存
生
不

可
言

衛
生
毎
苦
拙

誠
願
遊
i昆
華

遡
然

蓑
道
絶

影
'
形

に
答
え
る

生
を
存

す
る
こ

と
は
.二=う
べ
か
ら
す

lrトU

生
を
衛

る
す
ら

毎
に

拙
な

る
に
苦
し
む

誠
に
崖
華
に
遊

は
ん

こ
と
を
願
う
も

遡
然
と
し
て
こ

の
道
絶
ゆ



与
子
相
遇
釆

未
嘗
異
悲
悦

想
蔭
若
暫
禿

止
臼
終
不
別

此
間
既
難
常

矩
爾
倶
時
滅

身
役
名
亦
尺
､

念
之
五
情
熱

立
善
有
遺
愛

用
為
不
日
鳩

酒
云
能
消
憂

方
此
拒
不
劣

･iIと
相
遇
-
て
よ
り
こ
の
か
た

未
だ

嘗
て
悲
悦
を
輿

に
せ
ず

.‖′■

).･L

蔭
に
憩
え
ば
暫
く
禿

る
る
が
若

き
も

じに
止
ま
れ
ば
終

に
別
れ
ず

こ
の
同
は
既
に
常
な
り
難
し

轄
爾

と
し
て
供
に
時
に
滅
ぶ

身
没
す
れ
ば
名
も
ま
た
尽
く

こ
れ
を
念
え
ば
五
情
熱
す

善

を
立
つ
れ

ば
遺
愛
あ

り

を
ん
･一

つ-

胡
為

れ
ぞ
自

ら
鳩
さ
ざ

る

酒
は
能
く
憂

を
消
す
と
云
-
ち

く..;.

わ..e

此
れ

に
方
ぶ
れ
ば
拒
ん
ぞ
劣
ら
ざ
ら

ん
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人
間
の
生
死
に
つ
い
て
の
陶
淵
明
の
基
本
的
な
考
方
は
'

こ
の
詩

に
お
い
て
も

｢生
を
存
す
る
こ
と
は
言
う
べ
か
ら
す
｣
と

い
う
冒

頭
の
句

に
よ

っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
'

｢形
｣

の
立
場
と
変
わ
ら
な

い
｡
ま
た
'
そ
れ
に
ど
う
対
処
す
る
か
の
態
度

に
お
い
て
も
'

仙
を
求
め
な

い
と

い
う
点

で
は
'

｢
形
｣
と

｢影
｣

の
主
張
は
共
通
し
て
い
る
｡
こ
こ
に
は
'
生
と
死
を
人
間
不
可
避
の
現
実
的
あ
り

ょ
う
と
し
て
'
そ
の
ま
ま
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
と
め
よ
う
と
す
る
思
想
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
｡
仙
人

に
な
る
道
を
否
定
す

る
と

い
う
こ
と
の
な
か
に
は
､
生
け
る
者
が
必
ず
経
験
す
べ
き
死
と
い
う
現
実
を
'
仙
境
と

い
う
非
現
実
的
世
界
を
空
想
す
る
こ
と
に

よ

っ
て
､
神
秘
化
し
嘆
昧
化
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
｡



こ
う
し
て
'

｢生
あ
る
も
の
は
必
ず
死
す
｣
と
い
う
現
実
を
そ
の
ま
ま
認
め
､
不
老
不
死
な
ど
と
い
う
当
時
流
行
の
神
仙
思
想
や
養

生
論
な
ど
を
'
そ
の
基
本
的
態
度
と
し
て
は
拒
否
し
た
と
こ
ろ
で
'
さ
て
'
そ
れ
で
は
不
可
避
な
る
死
に
ど
う
対
処
す
る
か
'
こ
と
ば

を
換
え
て
言
え
ば
､
不
可
避
な
る
死
ま
で
の
生
を
ど
う
生
き
る
か
を
問
題
に
し
た
時
'

｢形
｣

の
殺
郡
的

二
手
楽
主
義
的
生
き
方
に
反

し
て
､

｢影
｣

は

｢立
善
｣
を
対
置
し
て
い
る
｡

の
こ

も
-
す
こ

し
具
体
的
に
両
者
の
主
張
を
対
比
し
て
み
る
と
'

｢形
｣
が

｢親
誠
も
量
に
相
思
わ
ん
や

た
だ
平
生
の
物
を

余

す
の
み
｣

と
述
べ
て
'
人
は
い
っ
た
ん
死
ん
で
し
ま
え
ば
､
親
し
い
人
た
ち
に
さ
え
忘
れ
ら
れ
'
こ
の
世
に
は
'
た
だ
使
用

し
て
い
た

器
物
だ
け

んナん
LT

が
空
し
く
残
る
だ
け
だ
と
､
そ
の
は
か
な
い
状
態
を
申
し
立
て
た
の
に
対
し
て
'

｢影
｣

は

'

｢善

を立つ
れ
ば
遺
愛
あ
り

胡
為
れ

っく

いや

ぞ
自
ら

嶋

さ

ざ
る
｣
と
反
論
し
て
い
る
O
ま
た
'

｢形
｣
が

｢願
わ
く
は
君

吾
が
言

を
取
り

酒

を得ば
萄
し
-
も
辞
す
る

こ
と
莫

か
れ
｣
と
､
有
限
な
る
生
命
の
悲
哀
を
酒
に
よ
っ
て
忘
れ
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
､

｢影
｣
は

｢
酒
は
能
-
憂
を
消
す
と
言
う
も

くら

な

(注
2
)

此
れ
に
方
ぶ
れ
ば
拒
ん
ぞ
劣
ら
ざ
ら
ん
｣
と
､
酒
に
よ
っ
て

1
時
の
楽
し
み
を
求
め
よ
う
と
す
る
態
度
を
否
定
し
て

い

る
.

殺
郡
的

･
享
楽
的
に

一
時
の
楽
し
み
に
身
を
ま
か
せ
る
べ
き
か
'
そ
れ
と
も

｢立
善
｣
を
志
向
し
て

｢遺
愛
｣
を
残
す
よ
う
努
力
す

-rん

べ
き
か
'
こ
の
両
立
し
得
な
い
対
立
の
仲
裁
者
と
し
て
､
次
に
｢
神

｣

が
現
わ
れ
る
｡
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神
釈

大
鈎
無
私
力

万
里
自
森
著

人
為
三
才
中

量
不
以
我
放

与
君
錐
異
物

神
の
釈

大
釣
は
力
を
私
す
る
こ
と
無
-

万
里
は
自
ら
森
と
し
て
著
わ
る

人
の
三
才
の
中
た
る
は

量
に
我
を
以
っ
て
の
故

な
ら

す
や

い
1.･J

君
と
異
物
な
り
と
経
も



生
而
相
依
附

結
託
既
書
同

安
得
不
相
語

三

皇
大
聖
人

今

復
在
何
処

彰
祖
愛
永
年

欲
留
不
得
住

老
少
同

一
死

質
愚
鈍
州復
数

日
酔
或
能
忘

将
非
促
齢
具

立
善
常
所
欣

誰
当
為
汝
誉

甚
念
傷
書
生

正
宜
委
運
去

縦
浪
大
化
中

不
喜
亦
不
催

応
尺
､便
須
尽

生
れ
な
が
ら
に
し
て
相
依
附
し

結
託
し
て
既
に
同
じ
き

を
喜
べ
ば

.-/.A
安
ぞ
相
請
け
ざ
る
を
得

ん
や

三
皇
は
大
聖
人
な
る
も

今
ま
た
何
処
に
か
あ
る

彰
祖
は
永
年
を
愛
せ
L
も

.′-ど

留
ま
ら
ん
と
欲

し
て
住
ま
る
を
得
ず

A:か

老
も
少
き
も
同
じ
く

1
死

･<･f

賢
も
愚
も
ま
た
数
ぶ
な
し

即
に
酔
え
ば
或
い
は
能
-
忘
る
る
も

は

上
ーL

将
た
齢
を
促
す
の
具

に
あ
ら
ず
や

善
を
立
つ
る
は
常
に
欣
ぶ

と
こ
ろ
な
る
も

■▲

誰
か
ま
さ
に
汝

の
為

に
替

む
ぺ
け
ん
や

甚
だ
し
く
念
え
ば
わ
が
生

を
傷

つ
け
ん

正
に
宜
し
く
運
に
委
ね
去
る
べ
し

大
化
の
中
に
縦
浪
し

喜
ば
ず
ま
た
催
れ
ず

壬
亡

十
▲
〃↑ハ

す
ペ
か

応

に

尺
,く
す
べ
く
ん
ば

便

ち

須

ら

く
尽
き
し
む
べ
し
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無
復
独
多
慮

復
た
独
り
多
-
慮
る
こ
と
無
か
れ

｢形
｣
と

｢影
｣
の
主
張
に
対
し
て
'

｢神
｣
は
ど
の
よ
う
を
評
価
を
下
し
'
仲
裁
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
｡
死
の
現
実
的
あ
り
よ
う

と
'
神
仙
の
否
定
と
い
う
点
で
は
､
こ
こ
で
も
表
現
を
変
え
て
認
め
て
い
る
｡

｢三
皇
は
大
聖
人
な
る
も

今
ま
た
何
処

に
か
あ
る

とりこ

hか

N･'._r

彰
祖
は
永
年
を
愛
せ
L
も

留
ま
ら
ん
と
欲
し
て

住

ま

る
を
得
ず

老
も

少

き
も
同
じ
く

一
死

賢

も
愚

も

ま
た
数

ぶ
な

し
｣
と

い
う

の
は
'

｢形
｣
と

｢影
｣
の
主
張
の
冒
頭
二
句
を
､
こ
と
ば
を
変
え
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
､
神
仙
の
否
定
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
｡

し
か
し
､

｢神
｣
は
､

｢形
｣
と

｢影
｣
両
者
の
主
張
の
対
立
点
で
あ
る
問
題
に
つ
い
て
は
､
両
者
の
主
張
を
全
面
的
に
否
定
し
て

は

よ
は
い

い
る
｡

｢形
｣

に
対
し
て
は
,

｢
朗
に
酔
え
ば
或
い
は
能
く
忘
る
る
も

将

た

齢

を

促
す
の
具
に
あ
ら
ず
や
｣
と
た
し
な
め
る
よ
う
に

･■ふ

否
定
し
'
｢

影
｣
に
向
か
っ
て
は
'

｢善
を
立

つ
る
は
常
に
欣
ぶ
と
こ
ろ
な
る
も

誰
か
ま
さ
に
汝
の
為
に
替
む
ぺ
け
ん
や
｣
と
'
｢立

善
｣
を
努
め
て
も
､
死
後
に
誉
め
て
-
れ
る
人
が
あ
る
と
は
限
ら
な
い
か
も
知
れ
ぬ
と
し
て
'
あ
る
い
は
努
力
が
空
し
い
も
の
に
終
わ

る
か
も
知
れ
な
い

で
は
な
い
か
と
言
う
.
そ
し
て
､
自
分
掌
り
ば
'

｢大
化
の
中
に
縦
通
し

喜
ば
ず
ま
た
催
れ
ず

応
に
尽
く
す
ベ

7-ん■h
l
ペか

く
ん

ば
便
ち
須

ら
く
尽
き
し
む
べ
し

復
た
独
り
多
く
慮
る
こ
と
無
か
れ
｣
と
'
自
然
の
推
移
す
る
ま
ま
に
身
を
ま
か
せ
'
む
や
み
に
喜

ん
だ
り
､
恐
れ
た
り
し
な
い
で
､
自
然
に
生
命
の
尽
く
る
の
に
ま
か
せ
て
､
く
よ
-
よ
考
え
た
り
な
ど
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
｡
こ

の
よ
う
に
両
者
の
上
張
を
否
定
し
､
違

っ
た
角
度
か
ら
全
く
別
の
新
し
い
判
断
が
卜
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
｡

こ
の

｢神
｣
の
自
然
の
ま
ま
に
ゆ
だ
ね
る
と
い
う
解
決
の
方
法
で
'

｢形
｣
と

｢影
｣
と
の
･.i
張
を
ほ
ん
と
う
に
納
得
さ
せ
得
た
か

ど
う
か
と
問
わ
れ
れ
ば
'
疑
問
の
万
が
多
く
残
る
の
だ
が
'
こ
こ
で
は
､
そ
の
こ
と
よ
り
も
､
こ
の
作
=…
の
も
つ
虚
構
性
に
つ
い
て
'

=

+=
初
の
聞
題
提
起
に
立
ち
返
え
っ
て
検
討
し
て
み
た
い
｡

問
答
体
そ
の
も
の
が
､
虚
構
へ
の
傾
斜
を
は
じ
め
か
ら
含
む
も
の
で
あ
り
､
陶
淵
明
に
は
‖
問
自
答
や
二
者
の
対
話
形
式
に
よ
る
作
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(注
3

)

品
が
数
多
く
あ
る
こ
と
を
ど
'
虚
構

へ
よ
せ
る
閲
心
の
強
さ
は
'
彼
の
作
目州
の
中
に
色
濃
く
反
映
し
て

い

る
｡

｢形
影
神
｣
は
'
三
者

に
よ
る
問
答
体
に
は
遠

い
な
い
が
'
二
者
の
上
張
を
も
う

1
人
の
自
分
が
'
自
己
の
内
部
で
統

一
し
統
合
す
る
議
論
の
形
を
と
っ
て
い

る
と
も

い
え
る
の
で
は
を
か
ろ
う
か
｡

｢
形
｣
･
｢
影
｣
･
｢
神
｣
は
､
陶
淵
明
の
分
身
1.+者
で
あ
り
'
同

一
人
物

の
三

様
の
あ
り
方
で
あ

る
｡
し
か
も
'

｢形
｣
と

｢影
｣
が
'
同

.
次
元
で
死
あ
る
い
は
生
に
つ
い
て
議
論
し
'
そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
方
を

.

小
す
の
に
対
し
て
､

そ
の
両
者
よ
り

.
段
高

い
次
元
か
ら
の
仲
裁
者
が
出
現
し
て
判
断
を
F
し
て
い
る
O
も
L
t
対
･Ti
す
る
二
者
の
議
論

(対
語
)
と
い
う

形
式
だ
け
な
ら
ば
､
甲
論
乙
駁
式

に
､
そ
れ
ぞ
れ
の
論
理
と
態
度
の
正
当
性
の
競

い
合

い
に
終
わ
ら
ざ
る
を
得
な

い
｡
そ
こ
に
第
二
君

の
登
場
を
想
定
し
た
と
い
う
こ
と
は
'
両
者
の
対
立
を
対
･t
l
の
ま
ま
に
終
わ
ら
せ
ず
'
何
ら
か
の
調
和
あ
る
い
は
統

1
を
目
指
そ
う
と

す
る
方
向

へ
と
'
議
論
を
導

い
て
い
く
必
然
性
が
あ
る
と
い
-
べ
き
だ
ろ
う
｡

こ
の
作
=州
の
も

つ
競
技
性

･
遊
戯
性
と
し
て
の
お
も
し
ろ
さ
と
い
う
点
は
'
そ
れ
が
単
に
1

形
｣
･
｢
影
｣
両
者
の
議
論
の
な
.け
合

い

ー

で
は
な
く
'
そ
こ
に
レ
フ

ェ
リ
ー
の
役
割
を
担

っ
た

｢神
｣
が
介
入
す
る
こ
と
に
よ
り

一
層
高
め
ら
れ
て
い
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
｡
二

一

の
作
品
を
'
陶
淵
明
の
想
像
力
と
知
的
好
奇
心
か
ら
構
想
さ
れ
た
高
度
の
知
的
遊
戯
と
し
て
の
性
格
の
強

い
作
品
と
み
な
す
理
由
は
'

こ
の
よ
う
な
点
に
あ
る
｡

わ
か

t<
,I

ま

た

'

｢
生
を
存
す
る
こ
と
は
言
-
べ
か
ら
す
｣

(影
答
形
)
'

｢
老
も

少

き

も
同
じ
く

1
死

賢
も
恩
も
ま
た

数

ぶ

を
し
｣

(神
釈
)

か々
rr

に
見
ら
れ
る
思
想
は
､

｢
連
生
は
会
す
尽
-
る
に
帰
す
｣

(
コ
連
両
独
飲
｣
)
'
｢
生
あ
れ
ば
必
ず
死
あ
り
｣
(｢
挽
歌
詩
｣
其

二

を
ど
の

冷
厳
な
現
実
認
識
と
同
じ
も
の
で
あ
り
､
生
あ
る
も
の
は
死
す
と
い
う
事
実
を
'
そ
の
ま
ま
受
け
と
め
よ
う
と
す
る
態
度
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
｡

死
の
問
題
は
､
誰
に
と

っ
て
も
想
像
力
の
世
界
の
問
題
を
含
む
も
の
で
あ
る
｡
死
は
生
け
る
者
だ
け
が
'
想
像
力
を
駆
使
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
問
題
と
し
得
る
の
で
あ
り
'
虚
構
の
世
界

の
構
築
に
は
き
わ
め
て
都
合
の
良

い
対
象
で
あ
る
と
い
え
よ
う
｡



患

1
海
知
表

r陶
淵
明
し
岩
波
中
国
詩
人
選
集
第
四
巻

一
七
四
ペ
-
?ソ
参
照
｡

②
淵
明
は
'
酒
を

｢忘
憂
物
｣
と
呼
ん
だ
り
し
て
'
人
生
の
悲
哀
を
酒
に
よ
っ
て
忘
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
｡
(｢飲
酒
｣
其
七
､
｢雑
詩
｣

其
八
'

｢
己
酉
歳
九
月
九
日
Jt
｢
連
雨
独
飲
｣
'

｢和
郎
主
簿
｣
其

1
等
参
照
｡
)

こ
こ
に
見
る
よ
う
に
'
酒
を
飲
む
こ
と
に
疑
問
を
さ
し
は
さ
む
の
は
'
彼
の
詩
句
に
は
例
が
あ
ま
り
な
く
､
筆
者
の
見
た
と
こ
ろ
で
は
､
こ
の
ほ
か

に
は

｢止
酒
｣

一
第
が
あ
る
｡

③

一
海
加
東

｢摘
淵
明
に
お
け
る

(虚
構
)
と
現
実
｣

(
r
吉
川
博
士
退
休
記
念
中
国
文
学
論
集
｣
筑
摩
些
屠
所
収
)
参
照
｡

三

死
が
生
け
る
も
の
に
と

っ
て
不
可
避

の
も
の
で
あ
り
'
し
か
も
'
誰
も
自
分
の
死
を
死
ぬ
だ
け
で
あ

っ
て
'
自
分
の
死
を
体
験
す
る

こ
と
は
で
き
を

い
.
し
た
が

っ
て
､
人
が
自
分
の
死

に
つ
い
て
何
か
を
語
る
と

い
う
こ
と
は
'
そ
れ
は
想
像

に
よ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
｡
も
ち
ろ
ん
生
き
た
人
間
の
想
像
だ
か
ら
､
想
像
は
そ
の
人
間
の
現
実
を
反
映
し
た
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
｡

陶
淵
明
に
お
け
る

｢自
祭
文
｣
は
'
そ
う
し
た
自
分
に
と

っ
て
の
死
を
語

っ
た
文
章

で
あ
る
｡
そ
れ
は
'
彼
自
身

の
呪
実
生
活
に
即

し

っ
つ
も
'
想
像
力

に
よ

っ
て
構
築
さ
れ
た
虚
構
の
世
界
で
あ
る
｡

こ
の
良

い
祭
文
は
'
大
き
く
前
段
と
後
段

に
二
分
す
る
こ
と
が
で
き
'
後
段
は
さ
ら
に
IJq
節
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡
ま
ず
､
前

段

に
お
い
て
自
分
が
死
ん
で
葬
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
'
告
別
の
た
め
稲
や
溝
な
ど
の
‖附
が
供
え
ら
れ
て
い
る
が
t
n
分
の
顔
色
は
し
だ

い
に
媒
す
ん
で
い
き
､
声

も
聞
き
と
れ
な
く
な

っ
て
い
く
t
と
死
者
の
様
仁
と
そ
れ
を
と
り
ま
く
用
地
の
状
況
を
う
た
う
｡

(良
い
文
題
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な
の
で
'
原
文
と
簡
単
な
詩
意
を
示
す
だ
け
に
し
て
'
全
体
の
訓
読
は
省
く
こ
と
に
す
る
｡
)

歳
惟
丁
卯

律
中
無
射

天
寒
夜
長

風
気
葡
索

鴻
雁
十
徳

草
木
黄
落

陶
子
将
辞
逆
旅
之
館

永
帰

f
本
宅

故
人
傾
異
相

悲

.同
姐
行
於
今
夕

義
以
嘉
戊

鷹
以

清

酌

候
戯
巳
冥

齢
音
愈
漠

嶋
呼
衷
哉

｢
陶
子

将

に
逆
旅
の
舘
を
辞
し
'

永

く
本
宅

に
帰
ら
ん
と
す
｣

と

い
う
と
こ
ろ
に
'
陶
淵
明
の
死
生
観
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
｡

真
実

の
住

い
は
こ
の
世

に
は
な

い
と

い
う
考
え
方

で
あ
る
｡

こ
れ
は
'

｢雑
詩
｣
其
七
の

｢
家
は
逆
旅

の
舎
た
り

我
は
当

に
去
る
べ

ゆ

いー

ゆ

き
客

の
如
し

去
り
去

き
て

何

く

に
か
之

か
ん
と
欲
す

南
山

に
旧
宅
あ
り
｣

と

い
う
句
と
､
ほ
ぼ
同
じ
内
容

で
あ
る
｡

後
段
は
少
し
長
-
な
る
が
､
本
文

に
即
し
な
が
ら
見

て
い
く

こ
と
に
し
よ
う
｡
ま
ず
第

二
即
は
､
生
前

の
自
分
を
ふ
り
か
え
る
と
こ

ろ
か
ら
は
じ
ま
る
｡

是
正
大
塊

悠

悠

高

安

退
生
万
物

余
得
為
人

自
余
為
人

達
運
之
貧

箪
瓢
塵
誉

純
絹
冬
陳

合
歓
谷
汲

行
歌
負
薪

射
射
柴
門

車
載
宵
虐

春
秋
代
謝

有
務
中
園

載
転
載
村

越
育
廼
繁

欣
以
素
憎

和

以
七
弦

冬
曝
其
R

夏
濯
其
泉

勧
磨
余
労

心

有
常

問

楽
天
委
分

以
至
百
年

自
分
は
万
物

の
車
で

も
'
人
間
と
し
て
こ
の
世

に
生
ま
れ
る
幸
運

に
恵
ま
れ
た
が
'
生
ま
れ
あ
わ
せ
た
時
が
悪

か

っ
た
の
か
'
ず

い

ぶ
ん
貧
し

い
生
活
を
送

ら
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
｡
し
か
し
'
自
分
は
そ
の
境
遇

に
不
満
な
ど
も
ら
さ
を
か

っ
た
し
､
性

に
合

っ
た
田
園

に
あ

っ
て
農
夫
と
し
て
生
き
'
詩
を
賦
L
t
琴
を
か
な
で

つ
つ
､
自
然

の
ま
ま
に
生
き
て
き
た
｡

こ
れ
は
'
あ
く
ま
で
も
理
想
化
さ
れ
た
表
現

で
あ
る
｡
彼
は
現
実

に
は
た
し
か
に
貧
し
か

っ
た
が
'
彼
が
そ
の
貧

し
さ
に
甘
ん
じ
'

貧
し
さ
の
中

で
常

に
自
足
し
､
精
神
的
に
安
定

し
て
い
た
か
ど
う
か
は
､
検
討
を
要
す
る
し
､
田
園

の
生
活

に
お

い
て
も
､
終
始
現
実

政
治

の
動
向

に
関
心
を
払

っ
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
す
る
と
'

｢
歓
を
含
ん
で
谷

に
汲
み

行
き
歌

い
て
薪
を
負
う
｣
と
か
'

｢
天
を

楽
し
み
分

に
委
ね

似

て
▲白
年

に
至

る
｣
と

い
う
'
理
想
的
生
き
方
が
現
実

に
あ
り
得

て
い
た
か
ど
う
か
は
'
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
｡
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こ
こ
に
う
た
わ
れ
て
い
る
人
物
像
は
'

｢
五
柳
先
生
伝
｣
に
お
い
て
'

｢閑
婿
に
し
て
言
少
な
く
'
栄
利
を
暮
わ
ず
｡
読
書
を
好
め
ど

も
'
甚
だ
し
-
は
解
す
る
こ
と
を
求
め
ず
O
･
-
･環
堵
は
繭
然
と
し
て
'
風

U
を
蔽
わ
ず
.
短
鮎
は
穿
結
L
へ
箪
瓢
は
峻
し
ぼ
空
し
き

も
､
婁
如
た
り
｣
と
記
録
さ
れ
た
人
物
像
と
､
き
わ
め
て
近

い
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
そ
の
意
味
で
は
'
こ
れ
も
自
己
の
望

ま
し
い
生
き
方
を
描
い
た
も
の
だ
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
｡

惟
此
百
年

夫
人
愛
之

催
彼
無
成

彬

∪惜
時

存
為
世
珍

没
亦
見
思

嵯
我
独
遇

曽
是
異
題

寵
非
己
栄

浬
山11:善

綿

棒
花
窮
底

鮒
飲
賦
詩

こ
れ
が
第
二
節
で
あ
る
｡
こ
れ
は
前
節
を
-
け
て
世
間

一
般
の
人
間
と
自
分
の
生
き
方
の
違
い
を
述
べ
て
い
る
.
世
間

1
般
の
人
閲

は
'
短
い
人
生
に
執
着
L
t
生
存
中
は
も
ち
ろ
ん
'
死
後
も
思
慕
さ
れ
た
い
と
願
っ
て
い
る
が
'
自
分
は
違
う
｡
世
の
名
誉
な
ど
光
栄

と
は
思
わ
を
い
｡
み
す
ぼ
ら
し
い
家
に
住
み
な
が
ら
､
酒
を
酌
み
詩
を
賦
し
て
臼
由
に
生
き
て
き
た
.

こ
こ
で
も
､
自
由
人
と
し
て
'
己
の
心
の
お
も
む
く
ま
ま
に
生
き
た
と
い
う
処
世
感
を
述
べ
る
こ
と
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
｡

次
は
'
第
二

節
で
あ
る
｡

減
運
知
命

鴫
能
岡
谷

余
今

斯
化

吋

以
無
根

寿
渉
百

齢

身
基
肥
避

従
老
得
終

筆
州
復
恋

寒
暑
遠
遇

亡
既
瀕
存

外
姻
巌
釆

良
友
宵
奔

葬
之
中
野

以
安
典
魂

憲
苫
我
行

蔚
新
装
門

舎
恥
宋
臣

倹
笑
王
係

こ
こ
か
ら
は
'
自
分
を
死
者
と
火
た
て
て
の
叙
述
で
あ
る
0
死
ん
で
ゆ
-
の
に
何
の
未
練
も
な
い
.
外
姻
や
良
友
ら
が
葬
式
に
か
け

つ
け
､
〓
分
を
野
に
埋
葬
す
る
｡
ぜ
い
た
く
な
葬
儀
な
ど
は
も
ち
ろ
ん
要
ら
な
い
L
t
ま
た
自
分
の
子
孫
に
は
そ
ん
な
力
も
な
い
｡
し

か
し
'
極
端
な
倹
約
も
や
は
り
俺
は
い
や
だ
｡

廓
今

巳
滅

慨
烏
巳
｡{3

不
封
不
樹

日
日
遂
過

躍
☆
前
誉

放
重
後
歌

人
生
実
鮭

死

州

之

川

嶋
呼
哀
哉

こ
れ
が
､
日加
後
の
第
川
節
で
あ
る
｡
･;
分
は
空
虚
な
も
の
と
な
っ
て
'
消
え
去
り
'
人
び
と
の

を

け
き

の
う
ち
に
遥
か
に
遠

い
と
こ
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ろ
へ
遭

っ
て
し
ま
う
｡
墓
に
は
も
り
土
や
樹
を
植
え
る
な
ど

一
切
不
要
｡
自
分
は
生
前
も
名
誉
な
ど
貸
し
と
し
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
'

ど
う
し
て
死
後
の
讃
歌
な
ど
を
期
待
し
よ
う
か
｡
そ
れ
に
し
て
も
'
人
の
命
の
何
と
錐
し
い
こ
と
か
'
生
あ
る
も
の
に
と
っ
て
死
は
避

(ほ
-

け
ち
れ
ぬ
も
の
で
ど
う
し
よ
う
も

な

い

｡
あ
あ
'
悲
し
い
こ
と
だ
｡

｢自
祭
文
｣
を
f]
く
死
生
観
は
'
こ
れ
ま
で
の
研
究
者
の
考
証
に
よ
っ
て
'
老
荘
の
死
生
観
の
系
譜
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
｡
生
死
を
‖
然
の
運
行
と
同
じ
に
見
る
死
生
観
で
あ
っ
て
'
こ
れ
は

｢形
影
神
｣
に
お
け
る

(神
釈
)
に
お
い
て
見
ら
れ
る
思

想
と
同
じ
も
の
で
あ
る
｡

(
托
2

と
こ
ろ
で
､
こ
の

｢自
祭
文
｣
は
､
陶
淵
明
が
臼
ら
の
手
で
作
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
り
'

｢自
ら
の
死
を
R
ら
の
手
で
満
山

し

た
｣

も
の
で
あ
る
｡
し
か
も
'
こ
の
文
登
の
描
写
の
方
法
に
は
'
死
者
の
目
を
通
し
て
自
分
の
生
前
を
語
ら
せ
る
な
ど
､
缶
抜
な
方
法
が
と

ら
れ
て
い
る
｡
死
せ
る
身
と
化
し
た
立
場
に
自
分
を
置
い
て
'
死
者
の
側
か
ら
語
っ
た
の
で
あ
る
｡
す
を
わ
ち
､

｢死
｣
と
い
う

一
般

的
事
実
の
描
写
と
し
て
で
は
な
く
'
具
体
的
に
自
分
の

｢死
｣
を
語

っ
た
｡
そ
こ
に
は
､
ま
ざ
れ
も
を
い
自
分
の

｢死
体
｣
が
横
た
わ

っ
て
お
り
､
そ
の

｢死
体
｣
と
化
し
た
自
分
を
凝
視
し
観
察
す
る
も
う

一
人
の
自
分
の
H
が
あ
る
｡

死
と
い
-
事
実
の
体
験
は
'
現
実
に
は
誰
に
も
あ
り
得
な
い
こ
と
だ
か
ら
､
そ
れ
を
描
-
こ
と
自
体
､
虚
構
の
わ
-
組
み
を
設
定
し

て
は
じ
め
て
な
し
得
る
も
の
だ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
｡
さ
ら
に
､

｢死
体
｣
を
観
察
し
'

｢死
体
｣
に
語
ら
せ
る
方
法
で
死
を
描
写
す

る
と
い
う
こ
と
は
'
い
っ
そ
う
物
語
的
世
界

へ
接
近
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
｡

＼･｢エ
3
､

長
桝
弘
に
よ
れ
ば
､

｢文
学
の
言
葉
に
お
い
て
も
っ
と
も
親
し
い
人
間
の
イ
メ
ー
ジ
は
'
死
体
と
な
っ
た
人
間
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
｡
｣

(､止
3
/

と
い
う
｡
そ
し
て
､
｢

死
体

の
発
見
が
'
物
語
の
発
見

な
の
だ

.

1
コ
の
死
体
は

一
コ
の
物
語

だ

｣

と
も
い
う
｡
陶
淵
_明
が
'

｢自
祭

つ
カ
カ

′＼り

いよ
い
あ
h

文
｣
の
中
で
｢
顔

を
候
う

に
巳
に
冥
み

音
を
解
け
ば
愈

よ
漠
し
｣

と
表
現
し
た
の
は
'
今
ま
さ
に
息
を
引
き
と
ろ
う
と
す
る
人
間
の

様
子
の
よ
-
に
読
め
る
が
､
そ
の
前
の
文
章
に
'
親
し
い
人
た
ち
が

訣
別
の
悲
し
み
に
-
れ
'
供
え
物
は
す
で
に
枕
も
と
に
並
べ
ら
れ

12



て
い
る
と
こ
ろ
が
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
､
息
を
引
き
と

っ
て
間
も
な

い

｢死
者
｣

の
描
写
と
見

て
も
差
し
支
え
な

い
ば

か
り
か
'
か
え

っ
て
､
そ
の
方
が
自
然
な
感
じ
さ
え
す
る
｡

そ
し
て
'
こ
れ
に
続
く
後
段

の
描
写
は
､

｢死
体
｣
と
な

っ
た
自
分
が
'
自
分
の
生
前

に
つ
い
て
語
る
も
の
と
な

っ
て
い
る
｡
す
な

＼･仁
4
ノ

わ
ち
へ

｢死
体
を
ま
え
に
し
た
物
語

に
で
き
る
こ
と
は
'
死
体

に
つ
い
て
語
る
こ
と
で
は
な

い
｡
死
体
が
語
る
こ
と
を
語
る
こ

と

だ

｡｣

と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
-
｡

｢自
祭
文
｣
の
後
段
第
三
節

に
お
け
る
'
｢寒
暑
は
違
え
透
き

亡
せ
し
も
の
は
既

に
存
と
異
な
る
｣
と
い
う

表
現
は
'

も
は
や
生
け
る
者
と
し
て
の
自
分
で
は
な
く
死
者
と
化
し
て
し
ま

っ
た
自
分
'

つ
ま
り
'

｢死
体
｣
と
し
て
の
自
分
の
感

慨
の
表
出
と
な

っ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
は
､
こ
の
文
章

の
虚
構
性
を
支
え
.る
大
き
を
要
凶
と
な

っ
て
い
る
の
で
は
を
か
ろ
う
か
｡

あ

.r

い
か

･珪
3

｢白
祭
文
｣
の
品
後
の
句

｢前
菅
を
氏
ぶ

に

匪

ず

ん
ば

親
か
後
歌
を
盛
ん
ぜ
ん

人
生

実

に
推
し

死
は
之
を
仙
川
ん
せ
ん
｣

に
つ
い
て
は
､
さ

ま
さ
ま
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
て

一
道
し
て
い
な

い
が
､
こ
こ
で
は
'

一
海
如
弟
お
よ
び
中

谷
孝
始
の
解
釈

に
し
た
が

っ
た
じ

②
小
咋
郁
ト

｢陶
淵
明
の
川
心
想
｣

F
日
本
中
幽
学
会
報
)
誘
い
六
集

三
八
ペ
ー
ジ
参
照
｡

③
艮
別
弘

｢死
体

に
つ
い
て
｣

r岩
波
講
座
文

学
』十
.L
'
I
現
代
世
界
の
文
サ
ー
所
収
o

④
良
捌
弘

｢
同
前
｣
論
文
｡
∵

ハ
`
ベ
ー
･ン
｡

22

It

r

n
祭

文

｣

は
､
自
分
で
∩
分
の
霊
を
祭
る
文
で
あ

っ
た
｡
自
分
を

｢死
者
｣

に
想
定
し
て
'
死
者
の
立
場

に
止

っ
て
〓
分
を
語

っ

た
も
の
で
､

こ
の
よ
う
な
例
は
'
陶
淵
明
以
前

に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な

い
も
の
で
あ
る
と

い
う
｡
ま
た
へ

｢白
祭
文
｣

に
は
､

一
般
化

さ
れ
相
貌
化
さ
れ
た
死
で
は
な
く
'
具
体
的
へ
個
別
的
な
死
が
描
か
れ
て
お
り
へ
そ
の
描
き
方
は

｢死
体
｣
を
観
察
し
'

｢死
体
｣

に



語
ら
せ
る
と
い
う
手
法
を
と
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
虚
構
の
世
邦
に
人
き
-
踏
み
こ
ん
で
い
る
O

こ
の

｢〓
祭
文
｣
と
同
時
期
に
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る

｢
挽
歌
詩
｣

は
'
先
行
す
る
文
学
の
中
に
'
そ
の
掠
型
を
見
る
こ
と
が
で
き
､

伝
統
に
即

し
た
文
学

形
式
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い

る

｡

し
か
し
､
｢

挽

歌

詩

｣

に
は

'
先
行
文

学
の
影
響
を
受
け
な
が

ら
も
'
陶
淵
明
が
閲
拓
し
た
独
り
の
境
地
が
あ
る
｡
こ
の
作
品
の
も
つ
独
創
性
や
'

陶

淵

明

の

死

生

観

か

ら

見

た
場
合

の

特

徴
は

'

｢虚
構
｣
と
い
-
観
点
か
ら
見
る
と
'
ど
の
よ
う
に
佳
苗
づ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
｡

挽
歌
詩

石
生
必
有
死

早

終

非

命

促

昨

暮

同

為

人

今
u
l在
鬼
銀

塊
気
散
何
之

柏
形
寄
空
木

橋
児
索
父
晒

良
友
撫
我
笑

得
失
不
復
知

是
非
安
能
党

千
秋
万
歳
後

誰
知
栄
与
辱

莱

.

挽
歌
の
詩

舛

一

生
あ
れ
ば

必
ず
死
あ
り◆リ■.I.

=L
く
終
う

る
も
命
の

促
ま
れ
る
に
あ
ら

ず

昨
港
は
川
じ
く
人
た
り
し
に

今

旦
は
鬼
録
に
在
り

い｢7

魂
気

散
じ
て
何
く
に
か
之
く

柏
形

空
木
に
寄

す

_
◆J

ll

橋
児

父
を
索
め

て
晒
き

良
友

わ
れ
を

撫

し
て
失
く

得
失

ま
た
知

ら
ず

是

非

安
ん
ぞ
よ
く
見
ら
ん
や

千

秋
万
歳
の
後

説
か
栄
と
辱
と
を
和
ら
ん
や



但
恨
在
世
時

飲
酒
不
得
足

｢
同

｣

瑛

二

在
昔
無
酒
飲

今
但
湛
空
腸

春
醒
生

淫
蟻

何
時
更
能
嘗

私
案
盈
我
前

祝
朋
其
我
傍

欲
語
〓
無
音

欲
視
眼
無
光

常

在
高

堂
寝

今
宿
荒
草
郷

.
期
出
門
去

帰
来
良
未
央

但
だ
恨
む
ら
く
は

世

に在

り

し

時

酒
を
飲
む
こ
と

足
る
を
得
き

り
L
を

在

甘

酒
の
飲
む
べ
き
無

-

今

は
田
だ
空
腸

に
準
っ

春
慣

淳
蟻
を
生

ず
る
も■■

何
れ

の
時
か
更
に

能
く
嘗
め
ん

･t

叡
案

わ
が
前

に

盈
ち

就
肌

わ
が
傍

に

突
く

語
ら
ん
と
欲
す
る
も
日
に
音
な
く

視
ん
と
欲
す
る
も
服
に
尤
な
し

昔
は
高
堂
に
在
り
て
寝
る
も

人
′
は
荒
草
の
郷
に
宿
る

一
朝

門
を
出
で
て
去
れ

ば

JTtTJと

帰
来

良

に
末
だ
央
き
ず
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｢同
｣

其
三

荒
草
何

正
だ

白
楊
亦
静
粛

厳
霜
九
月
申

送
我
出
違
郊

四
面
無
人
居

高
墳
正
山瀬
美

馬
為
仰
天
嶋

風
為
自
粛
候

幽
室

一
己
閉

千
年
不
復
朝

千
年
不
復
朝

賢
達
無
奈
如

向
釆
相
送
入

各
自
遅
其
家

親
戚
或
余
悲

他
人
亦
巳
歌

死
去
何
所
道

荒
草

何
ぞ
荘
荘
た
る

白
楊

ま
た
粛
粛
た
り

厳
霜

九
月
中

わ
れ
を
送
り
て
遠
郊
に
出
ず

四
面

入
居
無
-

高
墳

正

に
山瀬
鼻
た
り

馬
は
た
め
に
天
を
仰

い
で
鳴
き

風
は
た
め
に
自
ら
粛
条
た
り

と

幽
室

一
た
び
己
に
閉
ず
れ
ば

ふた
た

あ
した

千
年
復
び
朝
な
ら
ず

ふたた
▲りした

千
年
復
び
朝
な
ら
ず

い
かん

賢
達
も
奈
何
と
も
す
る
な
し

き
上･7bい

向

釆

相
送
り
し
人か

え

各
自

そ
の
家

に
還
る

の
こ

親
戚

或

い
は
悲
し
み
を

余

す

も

他
人

ま
た
巳
に
歌
う

死
し
ま
り
て
は
何

の
道
う
所
ぞ
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託
体
同
山
阿

体
を
託
し
て
仙
阿
に
同
じ
か
ら
ん

こ
の
詩
は
､
綿
密
な
構
成
と
洗
練
さ
れ
た
表
現
と
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
'
全
体
に
細
か
い
配
慮
の
ゆ
き
わ
た
っ
た
力
作
で
あ
る
｡
構

成
と
表
現
･L

tの
特
色
に
つ
い
て
は
､
･Ⅰ三
越
と
の
閲
連
で
そ
の
つ
ど
述
べ
る
と
し
て
'
こ
こ
で
は
こ
の
作
=…
に
先
行
L
形
轡
を
与
え
た
文

章
に
つ
い
て
簡
i-
Ll述
べ
て
お
こ
う

挽
歌
は
'
本
来
他
人
の
葬
式
に
あ

た
っ
て
'
そ
の
人
を
な
け
い
て
歌
う
も
の
で
あ
っ
た
｡
そ

れ

は

､

す
で
に
漠
代
の
什銚
露
行

･
前
世

､i;-

行

に
そ
の
原
型
が
見
ら
れ
る
D
と
こ
ろ
が
'
後
漢
の
頃
か
ら
'
こ
の
菰
露
行
や
嵩
盟
行
が
'
た
ん
に
葬
式
の
時
の
哀
悼
の
表
現
と
し
て

ば

か
り
で
な
く
'
遊
び
の
甥
で
も
歌
わ
れ
る
よ
う
に
を
っ
て
い
っ
た
ら
し
い

そ
れ
が
'
次
の
魂
の
時
代
あ
た
り
か
ら
は
'
挽

歌

が

詩

人
た
ち
に
よ
っ
て
新
し
く
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
､
酒
の
席
な
ど
で
盛
ん
に
歌
わ
れ
る
よ
う
に
を
っ
て
､
本
来
､
死
者
を
悼
み
悲

し
む

歌
で
あ
っ
た
は
ず
の
挽
状
が
､
つ
い
に
は
､
余
興
性
を
も
っ
た
も
の
へ
と
変
貌
し
て
し
ま
っ
た

し
か
も
､

こ
の
よ
う
な
風
潮
は
塊
か

ら
洋

へ
と

時
代
が
卜
る

に
つ

れ

て

'
い
よ
い
よ
強
ま
り
､
詩
人
た
ち
の
中
に
は
t
H
分
の
死
を
想
定
し
て
､
〓
ら
の
挽
歌
を
作
る
も
の

八は
2

さ
え

現
わ

れ
た

挽
歌
の
詩

と
し
て
'
今
確
か
め
る
こ
と
の
で
き
る
最
も
古

い
作
=川
は
'
魂

の

緒

襲

(
+
･八
八

～
･
両

'j
)
の
挽
歌

詩
で
あ
る
と
い
う

こ
れ
は
'
円
ら
の
死
を
う
た
っ
た
詩
句
を
含
み
は
す
る
も
の
の
'
内
容
的
に
は
必
ず
L
J
C
挽
に
徹
底
し
て
は
い
な
く
て
'
広
く
死
君

1
般
を
う
た
っ
た
も
の
と
も
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
｡

次

に
'
陸
機

(l
∴
:
l
～
二

〇
.i.)
の
挽
歌

詩
..
.首
は
'

典
故
を
数
多
-
仙
川
し
た
重
厚
な
作
=…
で
あ
る

そ
の
付加
.
汁
に
お
い
て

は
'

死
者
の
友
人
や
叔
族
た
ち
が
か
け

つ
け

て
'
死
者
を
杵
に
入
れ
､
出
相
す
る
祭
の
死
方
の
様
｢
を
う
た
っ
て
い
る
い

-ヽ〟

送

卜
長
夜
ムU

r
を
長
促
の
ム日に
送
る

呼
r
r
不
m

r
を
呼
べ
ど
も
ト

は
聞
か
す
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泣
F
r
不
知

欺
息
重
機
側

念
北
嶋
汁
時

一｣.秋
猶
足
収

万
世
安
可
川
心

殉
投
身
易
亡

救

十

非

所

能

仁
を
泣
け
ど
も
.L
は
知
ら
ず

J
..I

重
な
れ
る

磯
の
側
に
欺
息
し

北
わ
ら
が
鴫
拝
の
時
を
念
う

.二

秋
の
お
も
い
は
摘
む
収
む
に
足
る

万
牡

安
く
ん
ぞ
思
う
叫
け
ん
や

殉
没
す
る
に
身
は
亡
び
易
き
も

子
を
救
う
は
能
-
す
る
所
に
あ
ら
ず

こ

れ
は

第

1
首
の
後
半
だ
が
､
こ
の
詩
句
に
叩j
ら
か
を
よ
う
に
他
人
の
死
を
哀
悼
す
る
も
の
と
在
っ
て
い
る
D

そ
し
て
'
第
二
首
で
は
､
葬
送
の
場
面
を
描
き
､
撃

首

に
お
い
て
は
'
埋
葬
さ
れ
て
墓
に
収
め
ら
れ
た
死
者
の
思
い
が
歌
わ
れ
て

2

い
る
｡

一

巧
隆
放
蒼
天

側
聴
陰
溝
涌

臥
観
天
井
懸

人
柱
前
反
歳

我
行
無
帰
年

普
居
凹
比
宅

今
詑
万
鬼
隣

i'T.=:

笥隆
な
る
は
蒼

天
に
倣
う

I"のか側に
聴
-

陰
溝
の
涌
-
を

臥
し
て
観
る
天
井
の
懸
れ
る
を

かh)

人

の
往
く
は
反
る
歳
あ

り

我

が
柄

に
帰
年
な
し

昔
は
他
出
の
宅
に
居
り
L
に

今

は
〃
鬼
の
隣
に
託
す



右
の
句
な
ど
か
ら
す
る
と
'
こ
の
第
三
首
は
自
挽

の
歌
の
よ
-
に
も
取
れ
る
が
､
や
は
り
､

一
般

の
死
者
に
な
り
か
わ

っ
て
う
た

っ

た
も
の
と
見
た
方
が
､
三
首
全
体
の
解
釈
の
う
え
か
ら
も
自
然
を
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

l
海
知
義
は
'

｢淵
明
の
挽
歌
詩
は
か
な
り
独
創
的
な
作
品
で
あ
る
0
し
か
し
こ
れ
も
謬
襲
以
下
睦
機

に
至
る
先
人
た
ち
の
作
品
な

(庄
3
)

L
に
は
'
生
ま
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
.

｣

と
述
べ
'
謬
襲

･
陸
機

･
憎
玄
ら
淵
明
に
先
行
す
る
詩
人
た
ち
の
作
品
と
そ
の
特
色
を
あ
げ
､

さ
ら
に
同
時
代
か
淵
明
よ
り
や
や
遅
れ
て
登
場
し
た
顔
延
之
や
飽
照
ら
の
作
品
を
あ
げ
な
が
ら
'
陶
淵
明
の
挽
歌
詩
の
特
徴
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
｡

そ
れ
に
よ
る
と
､
陶
淵
明
の
挽
歌
詩
は
三
首
連
作
の
典
型
的
な
例
で
あ
り
'
三
首
は
'
そ
れ
ぞ
れ
に
内
部
的
関
連
性
を
も
ち

つ
つ
連

続
し
て
い
-
と
い
-
構
成
上
の
特
性
を
待
ち
､
さ
ら
に
'
第
三
首

の
途
中
で
'
同

lL
句
を
繰
り
返
え
し
て
換
韻
す
る
と
い
う
新
し
い
連

作
の
ス
タ
イ
ル
を
生
み
出
す
な
ど
'
単
に
伝
統
の
継
承
に
終
わ
ら
ず
'
淵
明
独
自
の
も
の
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡

こ
の
三
首
連
作
と
い
-
構
成
上
の
特
色
は
'
虚
構
性
と
い
う
こ
と
と
ど
の
よ
う
に
結
び

つ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
｡

一
海
知
義

に
よ

れ
ば
'

『文
選
』
所
収
の
挽
歌
は
'
本
来
三
首
連
作
の

一
連
構
成

で
あ
る
の
を
基
本
と
す
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
で
あ
り
'
淵

明
の
作
品
は
､
そ
の
三
首

一
連
構
成
の
最
後

に
位
L
t
構
成
の
上
か
ら
も
か
な
り
独
創
的
な
作
品
で
あ
る
と
い
う
｡

そ
の
第

l
首
は
､
自
分
が
死
ん
で
棺

に
納
め
ら
れ
た
時
の
感
慨
を
よ
み
'
第

二

首
で
は
'
親
し
い
人
や
友
人
た
ち
が
集
ま

っ
て
笑
-

な
か
で
'
阻
載

･
出
棺
の
模
様
を
う
た

い
'
第
三
首
で
は
'
葬
送

の
儀
が
う
た
わ
れ
る
と
い
う
構
成
で
あ
る
｡
.二
首
連
作
と

い
う
こ
と

自
体
は
'
基
本
的
に
は
陸
機
ら
の
先
行
作
品
の
継
承
で
あ
る
｡
し
か
し
､
内
容

の
上
で
は
大
き
な
発
展
が
あ
る
.

陸
機
ら
の
作
品
が
､

｢出
棺
｣

｢葬
送
｣

｢
埋
葬
｣
等
を
そ
れ
ぞ
れ
'

一
首
で
独
立
し
て
歌
う
の
に
対
し
'
淵
明
の
作
品
は
'

｢
第

一
首
の
納
棺
の
場
は
'
そ
の
結
句
'
飲
酒
不
得
足
と
､
次
の
首
句
'
在
昔
無
酒
鉄
と
の
結
び

つ
き
に
よ
っ
て
第
二
首

へ
と
う
た
い
つ
が

れ
､
第

二

首

に
お
い
て
掘
起
さ
れ
る
出
棺
す
な
わ
ち
祖
城
は
'
こ
れ
も
荒
章
と
い
-
こ
と
ば
を
媒
介
と
し
て
'
第
二
首
の
葬
送

に
-
た

-128-



‖
4

い
つ
が
れ
て
ゆ
く
｡
か
く
し
て
こ
の
三
首
は
､
そ
れ
が
適
作
で
あ
る
こ
と
の
内
的
閲
適
性
を
t
よ
り
明
確

に
す

る
｡
｣
と

い
う
指
摘

に
見

ら
れ
る
よ
-
に
､

三
旨
が
そ
れ
ぞ
れ
に
閲
適
し
あ

い
な
が
ら
'

一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
､
ひ
と

つ
の
特
色
が
あ

る
｡

さ
ら
に
'
こ
の
二
首
は
'
謬
輿
や
睦
機
ら
の
作
品
が
､
自
ら
の
死
を
対
象
に
し
な
が
ら
､
自
挽

に
徹
底
し
て
お
ら
ず

'
死
者

一
般

の

こ
と
と
も
受
け
と
れ
る
よ
う
な
表
現
で
あ
る
の
に
比

べ
､
.二
首
全
体
が
'
自
己
の
死
を
め
ぐ
る
三

つ
の
場
面
と
､
そ
れ
ぞ
れ
の
場
に
お

け
る
死
者
の
感
慨
を
､
死
者
自
身

に
語
ら
せ
る
と

い
う
形
式
を
と

っ
て
い
る
こ
と
が
'
も
う

一
つ
の
特
色

に
な

っ
て
い
る
｡

淵
明
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
特
色
は
'
淵
明
が
自
分

の
死

に
つ
い
て
考
え
る
と
き
'
た
え
ず
自
分
の
内
面

で
さ
ま
ざ
ま
に
分
裂
し
せ
め

ぎ
合
う
声

に
耳
を
傾
け
'
そ
の
実
態

に
目
を
向
け
'
そ
れ
ら
を
客
観
的

に
観
察
し
'
繰
り
返
え
し
冷
静
を
検
討
を
重
ね
て
い
た
こ
と
を

あ
ら
わ
す
も

の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
陸
機
ら
が
同
じ
よ
う
に
自
分
の
挽
歌
ら
し
き
も
の
を
作
り
な
が
ら
も
'
徹
底
し
た
山
己
対
象
化
を

を
し
得
ず
､
抽
象
的
で

一
般
的
で
あ
る
の
に
比
べ
'
淵
明
の
作
品
が
よ
り
具
体
的
で
客
観
的
で
あ
り
え
た
の
は
'
ま
さ
に
こ
の
点

に
由

来
す
る
と
も
言
え
る
ほ
ど
'
大
切
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

と
こ
ろ
で
'
こ
の

｢挽
歌
詩
｣

に
見
ら
れ
る
淵
明

の
死
生
観
は
'
先

に
見
た

｢自
祭
文
｣

に
お
け
る
老
荘
的
態
度
と
共
通
す
る
も
の

で
あ
る
｡
そ
の
意
味
で
は
､

｢
形
影
神
｣

に
お
け
る

(神
釈
)

の
立
場
を

い
っ
そ
う
深
め
た
も
の
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
｡

石
生
必
有
死

生
あ
れ
ば
必
ず
死
あ
り.(-

早
終
非
命
促

早
く
終
う
る
も
命

の
促
ま
れ
る
に
非
ず

(｢挽
歌
詩
｣
其

こ

死
去
何
所
道

死
し
去
り
て
は
何

の
道
-
所
ぞ

託
体
同
山
阿

体
を
託
し
て
山
阿

に
同
じ
か
ら
ん

(
｢同
｣

其

三

)

壬
rLU

つ
.C

と

い
う
死

に
対
す
る
認
識
は
'
先
に
見
た
｢形
影
神
｣
の
中

の

｢生
を
存
す
る
こ
と
は
一宇

っ
べ
か
ら
す

生
を

衛

る

す
ら

毎

に
拙
な
る

に
苦
し
む
｣

(
影
答
形

)

や

｢
三
皇
は
大
聖
人
を
る
も

今

ま
た
何
処

に
か
あ
る

彰
祖
は
永
年
を
愛
せ
L
も

留
ま
ら
ん
と
欲
し
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とど

hか

.i,I

て
住
ま
る

を
得
ず

老
も
少
き
も
同
じ
く

1
死

賢
も

恩
も
ま
た

数
ぶ
な

し
｣
(
｢同
｣
神
釈
)
な
ど
と
同
じ
も
の
で
あ
る
し
､

｢自
祭

とし

つ

文
｣

に
お

け
る

｢寿
は
百
齢
に
渉
り

身
は
肥
越
を
慕
う

老
に
従
い
で
終
り
を
得
た
る

に

英
ぞ
復
た
恋
う
る
所
ぞ
｣
と
､
共
通
す

る
も
の
で
あ
る
｡

得
失
不
復
知

是
非
安
能
覚

千
秋
万
歳
後

誰
知
栄
与
辱

得
失

復
た
知
ら
ず

い｢
く

是
非

安
ん
ぞ
よ
く
覚
ら

ん
や

千
秋
万
歳
の
後

誰
か
栄
と
辱
と
を
知
ら
ん
や

(｢挽
歌
詩
｣
其

一
)

く

ろ

ノ
)
つ

こ
の
詩
句

に
見
ら
れ
る
人
生
態
度
は
､

｢自
祭
文
｣

に
お
い
て

｢寵
は
己
れ
が
栄
に
非
ず

浬

む

と
も
岩

に
吾
を

描

く

せ
ん
や
｣
と

ム.;

-i_

い
い

'

｢前
善
を
貴
ぶ
に

匪

ず
ん
は

班

か

後
歌
を
重
ん
ぜ
ん
｣
と
い
う
態
度
と
同
じ
も
の
で
あ
る
｡

た

だ
'

｢
形
影
神
｣
や

｢自
祭
文
｣

に
お
い
て
は
'
こ
の
よ
う
な
呪
実
社
会

の
価
値
を
否
定
し
た
う
え
で
'
善
と
か
自
然
な
ど
の
老

荘
思
想
に
よ
る
生
き
方
を
明
確

に
-
ち
出
し
'
生
活
の
理
想
的
姿
を
描

い
て
い
た
の
に
対
し
､
こ
の

｢挽
歌
詩
｣

で
は
､
そ
れ
が
明
確

な
詩
句
と
し
て
は
残

っ
て
い
な
い
｡
し
か
し
t
だ
か
ら
と
言

っ
て
こ
の
請
を
支
え
る
思
想
に
老
荘
的
な
も
の
が
無

い
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
｡
死
生
観
そ
の
も
の
は
､

｢形
影
神
｣
･
｢自
祭
文
｣
の
流
れ
に
沿

っ
て
い
る
し
､
こ
の
う
え
さ
ら
に
t
n
分
の
生
き
た
∩
山
人
と

し
て
の
姿
な
ど
語
る
ま
で
も
を
か
っ
た
の
だ
ろ
う
O
そ
れ
に
､
こ
の
詩
の
語
る
と
こ
ろ
は
'

｢

一朝
門
を
出
で
て
去
れ
ば

帰
来

･J.I.こ
良

に
未
だ
央
き
ず
｣

(英
二
)
と
い
う
よ
う
に
'
死
者
の
政
界
で
あ
る
.
現
実
社
会

に
わ
け
る
生
活
な
ど
､
ど
う
し
て
問
題

に
す
る
必

紫
が
あ
ろ
う
か
｡
死
ん
で
し
ま
え
ば
'
何
も
か
か
わ
り
が
な
く
な

っ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
｡

｢死
し
去
り
て
は
回
の
追
う
所
そ

体

を
託
し
て
山
阿
に
川
い
し
か
ら
ん
｣

(井
一二

と
い
う
の
は
'
そ
の
よ
う
な
意
味
も
ふ
く
ん
で
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
∩
分
を

｢死

署
｣
と
川
化
さ
せ
て
､
死
署
の
日
を
通
し
て
兄
た
と
こ
ろ
を
死
者
〓
身

に
語
ら
せ
る
と
い
う
'
架
空
の
作
業
に
徹
底
し
た
か
ら
こ
そ
へ
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呪
実
生
活
の
詳
し

い
描
写
は
欠
落
し
て
い
っ
た
と

い
う
こ
と
も
で
き
る
.

と
こ
ろ
で
'
‖
分
で
H
分
の
挽
歌
を
作
る
と

い
う
こ
と
は
､
先

に
述

べ
た
よ
う
に
淵
明
だ
け
に
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
-
'
1

時

に

あ

っ
て
挽
歌
は
､
他
人
の
死
を
悼
み
な
げ
く
挽
歌
と
と
も
に
､
溝
の
席

に
お
け
る
座
興
と
し
て
の
性
橋
を
帯
び

つ
つ
t
n
分

の
挽
歌
を

(-=LJ'

歌
う
な
ど
へ
加
的
遊
戯
の

1L
椎
と
し
て
流
行
し

て

い

た

｡
陶
淵
明
の
挽
歌
詩
も
､
そ
う
し
た
時
代

の
風
潮
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
｡

魂
普
南
北
朝
の
歴
史
を
ひ
も
と
く
と
､
皇
帝
や
貴
族

･
文
人
ら
の
謀
殺
や
段
撤
死
が
お
び
た
だ
し
い
数

に
の
ぼ
る
こ
と
に
鷲
か
さ
れ

る
.
た
と
え
ば
'
魂
で
は
'
司
馬
兼
に
よ
る
曹
爽

･
何
安
の
殺
害
'
司
馬
昭
に
よ
る
呂
安

･
枇
山康

の
殺
害
が
あ
り
'
両
晋

で
は
'
1::H
氏

に
よ
る
楊
駿
､
超
土
倫

に
よ
る
貫
氏

･
張
華
の
殺
害

の
他
'
藩
岳
'
王
暢
建
､
陸
機
'
陸
雲
'
劉
堀
､
邦
墜

放
仲
文
'
謝
堀
ら
の
文

人
が
殺
さ
れ
て
い
る
.
さ
ら
に
劉
末

に
な
る
と
､
謝
霊
運
'
謝
恵
過
ち
が
殺
さ
れ
る
を
ど
'
貴
族
受
難
の
例
は
枚
挙

に
い
と
ま
が
な

い
｡

そ
し
て
こ
の
間
'
酉
晋

の
懐
帝
'
束
晋

の
懲
帝
'
劉
末

の
少
帝
､
廃
帝
へ
順
帝
ら
の
皇
帝
も
殺
害
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
例
は
'
こ

の
時
代
の
国
家
や
支
配
者

の
力
が
比
較
的
に
不
安
定

で
､
激
烈
な
権
力
闘
争
が
相
次

い
で
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
'
そ
う
し
た

政
治
的
基
盤
の
不
安
定
な
社
会
は
､
数
多
く
の
武
人
を
生
み
出
し
た
反
面
､
厭
世
的
な
知
識
人
を
生
み
出
し
､
隠
者
の
集
用
を
生
み
山

す
要
因
の

1
つ
と
も
在

っ
た
.

今
日
の
是
が
明
日
は
非
と
さ
れ
る
か
も
し
れ
を

い
不
安
定
な
社
会
'
明
日
の
我
が
身

の
安
全
を
確
か
め
る
こ
と
の
出
来
な

い
社
会
'

そ
ん
な
社
会

に
背
を
向
け
た
人
た
ち
は
'
あ
る
者
は
清
談

に
ふ
け
り
'
あ
る
も
の
は
神
仙
を
求
め
'
あ
る
者
は
隠
れ
た
の
で
あ

っ
た
｡

そ
れ
は
'
摺
れ
動
く
社
会

の
渦
に
ま
き
込
ま
れ
な

い
た
め
の
保
身

で
あ
り
､
呪
実
社
会

の
動
向

に
対
す
る
'
知
識
人
階
級
の
消
極
的
抵

抗
で
も
あ

っ
た
｡

こ
う
し
た
'
不
安
定
を
社
会

の
中
で
､
知
識
人
た
ち
が
､
た
え
ず
死
を
自
分
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
へ
深
く
考
え
る
よ
う
に
な

っ
て
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い
っ
た
の
は
t
L
ご
-
当
妖
州の
な
り
ゆ
き
で
あ

っ
た
と

い
え
よ
う
｡
人

々
が
酒

の
席
で
挽
歌
を
-
た

い
､
そ
れ
が
余
興
的
な
性
格
さ
え

持

っ
た
と

い
-

こ
と
は
'
死
が
人
ご
と
で
は
を
く
､
今
す
ぐ
に
で
も
我
が
身

の
こ
と
と
し
て
現
実
化
す
る
か
も
し
れ
な

い
切
実
な
も
の

と
し
て
'
人

々
に
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
の
で
は
な
か
ろ
-
か
｡
周
辺

で
自
殺
や
謀
殺
が
進
行
し
て
い
く
現
実
は
､

い

や
お
う
を
L
に
各
人

に
死
を
自
覚
さ
せ
'
自
分
を
見

つ
め
さ
せ
た

に
違

い
な

い
O
陶
淵
明

の

｢自
祭
文
｣

｢挽
歌
詩
｣
等

に
見
ら
れ
る

よ
う
な
'
ユ
ー
モ
ア
を
含
ん
だ
死

の
描
写
も
'
こ
の
よ
う
な
背
景

の
う
え
に
構

想
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
｡

そ
し
て

｢挽
歌
詩
｣

に
お

い
て
は
'
｢自
祭
文
｣

に
お
け
る
よ
り
も
'

｢死
体
｣
そ
の
も
の
の
設
定
が
た
く
み
に
な
り
､

｢死
体
｣
そ

の
も
の
に
語
ら
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
'

い
っ
そ
う
創

り
も
の
と
し
て
の
効
果
を
も
り
あ
げ

て
い
る
｡
死

の
想
定
そ
の
も

の
が
､
虚
構

へ

の
傾
斜
を
内
包
す
る
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
'
前

に
述

べ
た
が
'
そ
の
意
味
は
'
人
は
確
実

に
死
ぬ
も
の
だ
が
'

｢
も
し
へ
私
が
死

ん
だ
ら
-
｣

と
し
て
し
か
､
自
分

の
死
を
語
れ
な

い
t
と

い
う
こ
と
で
も
あ
る
｡

｢挽
歌
詩
｣

に

お

い
て
扱

っ
て
い
る
死
は
､

｢
も
し
'

弘
が
死
ん
だ
ら
･･･｣

の
先
を
-
た

っ
た
も
の
と
言
え
る
の
で
は
を
か
ろ
う
か
o
そ
こ
に
は
'
最
初
か
ら

｢死
者
｣
が

い
て
､
三
首
は
す

べ
て

｢死
者
｣
が
見

て
'
死
者
が
語
る
も
の
に
在

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
先

に

｢自
祭
文
｣
で
述

べ
た

｢死
体
｣

の
存
在
は
､

｢挽

歌
話

し
に
お

い
て
は
'

い
っ
そ
う
明
確
な
も
の
に
な

っ
て
い
る
｡
そ
れ
だ
け
虚
構

の
わ
く
組
み
は
強
化
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
で
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き
る
だ
ろ
う
｡

塊
気
散
何
之

帖
形
寄
空
木

橋
児
索
父
噂

良
友
撫
我
芙

ゆ

魂
気

散
じ
て

何

/
＼
に
か
之

く

梢
形

空
木
に
写
す

ーrと

ル
一

橋
児

父
を
索
め

て
崎

き

t

良
友

わ
れ
を
探

し
て
突
く

｢挽
歌
詩
｣
比
二

に
お
け
る
右

の

川
J
は
'

｢死
体
｣
と
化
し
た
肉
体
を
そ
の
ま
ま
歌

っ
た
も
の
と
み
て
さ
し

つ
か
え
な

い
｡

｢梢



形
｣

(魂
が
抜
け
去

っ
て
残
さ
れ
た
肉
体

)
が
横
た
え
ら
れ
た
棺
の
周
囲
で
は
'
橋
児
や
良
友
が
泣

い
て
い
る
と

い
う
後

の
二

旬

に
は

生
活

の
現
実
感
が
に
じ
み
出
て
お
り
'
そ
れ
が

い
っ
そ
う
こ
の
句

の
虚
構
性

に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
付
加
す
る
効
果
を
も

っ
て
い
る
｡

欲
請
じ
無
音

語
ら
ん
と
欲
す
る
も

じ
に
音
な
ノ
､

欲
硯
眼
無
光

祝
ん
と
欲
す
る
も
眼
に
光
な
し

と
い
う
､
第
二
首

に
お
け
る
描
写
も
､

｢死
体
｣

と
化
し
た
肉
体
の
直
接
的
表
現
と
見
ら
れ
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
旬

の
前
で
述

べ
ら

れ
る
穀
案

の
上
の
様
子
は
､
死
者
の
目
を
通
し

て
描
か
れ
た
世
界
で
あ
る
｡
こ
こ
に
も
'

｢在
昔

酒
の
飲
む
べ
き
無
-

今

は
但
だ

空
傍
に
郵

フ
｣
と

い
う
冒
頭
の
二
句

に
見
ら
れ
る
ご
と
く
,
生
活
の
臭

い
が
た
だ
よ
う
.

こ
う
し
て
､

｢死
体
｣
を
観
察
し
'
そ
の
場
に
応
じ
て
変
化
す
る

｢死
体
｣

の
様
子
を
'
死
者
自
身

に
語
ら
せ
る
と

い
-
'
き
わ
め

て
精
密

に
構
成
さ
れ
た
虚
構
の
世
界
を
描
写
し
な
が
ら
､
描
写
さ
れ
た
世
界
は
､
現
実
生
活
の
実
体
を
坊
循
さ
せ
る
も
の
と
な

っ
て
お

り
'
こ
の
詩
全
体
を

つ
ら
ぬ
く
基
調
と
な

っ
て
い
る
｡
現
実

に
密
着
し
た
発
想
と
い
-
'
淵
明
の
特
色
は
'
虚
構

に
よ

っ
て
構
想
さ
れ

た
作
品
に
つ
い
て
も
言
え
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
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