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陶
淵
明
に
お
け
る
虚
構
の
あ
-
方

吊

-

｢
五
柳
先
生
伝
｣

を
中
心

に
し
て

-

上

里

賢

一

中
国
の
文
学
史
を
見
る
と
'
文
学
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
把
え
万
が
'
中
国
以
外
の
他
の
地
域
に
お
け
る
そ
れ
と
は
異
質
の
把
え

方
を
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
-
｡
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
文
学
の
創
造
が
､
こ
の
国
に
お
い
て
は
長
く
否
定
さ
れ
'
拒
絶
さ
れ
て
き
た

と
い
う
事
実
は
'
そ
の

1
つ
の
例
だ
ろ
う
｡
西
洋
や
日
本
に
お
い
て
､
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
文
学
が
文
学
史
の
中
で
大
き
な
潮
流
と

し
て
脈
う
ち
今
日
に
至

っ
て
い
る
の
に
対
し
て
､
中
国
に
お
い
て
は
虚
構
に
よ
る
文
学
は
長
い
こ
と
文
学
史
の
片
す
み
に
押
し
や
ら
れ

て
き
た
｡
<
小
説
>
と
い
う
呼
称
は
'
大
事
な
話
つ
ま
り
歴
史
や
政
治
等
と
関
係
の
あ
る
も
の
で
は
な
-
､
ど
う
で
も
よ
い
つ
ま
ら
な

い
話
と
い
う
の
が
本
来
の
呼
び
万
で
あ
っ
た
と
い
う
｡
し
た
が
っ
て
<
小
説
>
に
お
い
て
さ
え
も
'
事
実
か
あ
る
い
は
事
実
と
仮
定
す

べ
き
も
の
に
興
味
の
中
心
が
限
ら
れ
､
空
想
や
架
空
を
事
実
と
区
別
す
る
こ
と
に
は
'
あ
ま
り
関
心
が
い
っ
て
い
な
い
｡

散
文
に
お
け
る
こ

の
よ
う
な
事
情
は
'
詩
の
世
界
に
も
反
映
し
て
い
て
､
空
想
や
架
空
の
世
界
に
飛
掬
す
る
こ
と
を
好
ま
な
い
｡
吉

川
幸
次
郎
に
よ
れ
ば
'

｢
詩
は
も
っ
ぱ
ら
実
在
の
経
験
を
素
材
と
す
る
言
語
で
あ
る
の
を
､
本
来
と
す
る
｡
詩
は
も

っ
ぱ
ら
拝
情
詩
で

あ
っ
て
'
詩
人
自
身
の
個
人
的
な
経
験
､
こ
と
に
日
常
生
活
の
そ
れ
に
お
け
る
そ
れ
'
あ
る
い
は
人
間
の
日
常
を
め
ぐ
る
自
然
を
ふ
く

め
て
の
そ
れ
'
そ
れ
ら
を
素
材
と
す
る
拝
情
詩
が
主
流
で
あ
る
｡
-

(中
略
)
-
要
す
る
に
､
詩
も
散
文
も
､
積
極
的
に
虚
構
を
要
し
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な
い
｡
｣

(
｢
一
つ
の
申
国
文
学
｣
)
と
い
う
の
が
､
中
国
に
お
け
る
文
学
の
あ
り
方
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
｡

陶
淵
明
も
､
こ
の
よ
う
な
中
国
の
伝
統
的
あ
り
方
か
ら
自
由
で
あ
-
え
た
わ
け
で
は
な
い
｡
彼
の
作
品
も
､
自
己
の
日
常
生
活
を
そ

の
作
品
の
主
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
も
の
が
多
い
｡
彼
は
四

一
歳
の
時
に
官
史
の
世
界
と
き
っ
ぱ
り
と
絶
縁
す
る
と
'
以
後
は
郷
里

の
田
園
に
お
い
て
農
桝
生
活
を
し
て
人
生
を
送
る
の
だ
が
､
作
品
の
大
半
は
こ
の
時
期
の
生
新
に
別
し
て
､
自
己
の
出
作
業
の
経
験
や

田
園
に
お
け
る
隣
人
と
の
語
ら
い
'
E
閲
か
ら
見
る
現
実
社
会
に
関
し
て
の
感
慨
等
を
歌

っ
た
も
の
で
あ
る
｡
彼
が

｢
徒
析
詩
人
｣
と

<
江
I
V

か

｢
田
園
詩
人
｣
と
か
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
が
そ
こ
に
あ

る
｡

と
こ
ろ
が
'
そ
の
淵
明
に
｢
桃
花
源
記
｣
や

｢
五
柳
先
生
伝
｣

｢
自
祭
文
｣

｢
挽
歌
｣

(二
.首
)

｢
形

･
影

･
神
｣

(三
百
)

｢
閑

情
戚
｣
等
虚
構
の
世
界
と
深
い
か
か
わ
り
を
持
つ
作
品
群
が
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
作
品
が
い
ず
れ
も
陶
附
明
の
作
品
中
で
も
わ
り
あ
い
人

々
に
よ
-
知
ら
れ
た
淵
明
の
代
表
的
作
品
と
な
っ
て
い
た
-
'
古
-
か
ら
貴
志
が
何
処
に
あ
る
の
か
つ
か
み
か
ね
る
よ
う
な
那
研
な
問

題
を
円
包
す
る
作
目州
だ
っ
た
-
'
数
の
う
え
で
も
無
視
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
'
こ

れ
ら
の
作
晶
の
持
つ
意
味
は
大
き

い
と
言
え
る
｡

陶
附
明
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
関
係
の
あ
る
こ
れ
ら
の
作
品
を
読
ん
で
い
-
と
'
そ
の
代
表
的
な
も
の
の
大
半
が
い
ず
れ
も
散
文
あ
る

い
は
散
文
的
な
も
の
で
'
詩
の
場
合
で
も
'

｢
挽
歌
｣

(三
苫
)

｢
形

･
影

･
神
｣

(
三

百

)

｢
読
山
海
粁
｣

(十
三
洋
)
の
よ
う
に

連
作
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
｡

一
門
だ
け
の
も
の
は
､

｢
止
酒
｣
や

｢
飲
酒
｣
其
十
三

｢
述
消
｣
の
よ
う
に
'
明

確

に虚
梢
と
は
断
定
で
き
な
い
が
､

l
侮
知
義
の
こ

と
ば
に
よ
れ
ば

｢
仮
託
の
詩
｣
と
か
､

｢仮
設
の
梢
繁
と
い
う
作
業
と
し
て
､
虚

椛
の
世
界
の
現
出
を
こ
の
む
粁
神
と
は
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
｡
｣
も
の
､
あ
る
い
は

｢
比
除
や
隠
輪
の
領
域
を
こ
え
て
'
虚
構
の
世
舛

<
注
2
V

へ
ふ
み
入
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
｡
｣
も
の
と
li;T=
え
る
も
の
で
あ
る

.

こ
う

し
て
み
る
と
､
虚
梢
の
tIー
卯
へ
の
関
心
の
鉱
が
り
と

い
う
こ

と
が
'
詩
の
散
文
性
へ
の
似
斜
と
関
係
し
て
い
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
.
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虚
構
に
よ
る
作
品
と
い
わ
れ
る
も
の
を
並
べ
て
み
る
と
､
い
ず
れ
も
関
連
す
る
題
材
を
扱

っ
た
作
品
を
伴

っ
て
い
る
o
例
え
ば
'
①

｢
桃
花
源
記
｣
に
対
す
る

｢
帰
園
田
居
｣

(其

1
)

･
｢
働
農
｣
'
①

｢
閑
情
戚
｣
に
対
す
る

｢
鯛
詣
｣

(其
十
)
､
③

｢
∩
祭
文
｣

に
対
す
る

｢
挽
歌
｣

(三
百
)
'
④

｢
五
柳
先
生
伝
｣
に
対
す
る

｢
命
子
｣

･
｢
与
子
健
等
疏
｣
等
で
あ
る
｡
こ
う
し
て
み
る
と
､
そ

れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
は
､
a

･
①
の
よ
う
な
空
想
的

･
ロ
マ
ン
的
な
題
材
を
扱

っ
た
も
の
､
③
の
よ
う
に
自
己
の
死
を
扱

っ
た
も
の
､

④
の
よ
う
に
自
伝
的
な
内
容
を
も
つ
も
の
､
の
三
つ
に
大
別
す
る
こ

と
が
で
き
る
C
こ
の
こ
と
は
､
淵
明
の
虚
構
の
世
非
に
･l15せ
る
関

心
の
広
さ
を
物
語
る
も
の
と
い
え
よ
う
し
｢
.a
別
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
お
け
る
虚
構
の
姿
を
総
合
し
て
は
じ
め
て
､
淵
明
に
お
け

る
虚
構
の
特
色
と
そ
の
意
味
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
小
論
は
､
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
に
'
淵
明
の
虚
構
の
世
界
に
よ
せ
る
関
心
の
深
さ
と
ひ
ろ
が
-
'
そ
の
特
色
'
お

よ
び
虚
構
を
導
入
し
た
こ
と
の
文
学
史
的
な
意
味
を
追
究
し
よ
う
と
す
る
試
み
の

一
つ
で
あ
る
｡

①
淵
明
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
の
呼
び
名
が
与
え
ら
れ
て
い
る
｡

｢隠
逸
詩
人
｣
･
｢田
園
詩
人
｣
･
｢現
実
詩
人
｣
･
｢生
活
詩
人
｣
と
か
で
あ

る
｡
こ
の
う
ち
'

｢生
活
詩
人
｣
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
､
斯
波
六
郎
が

『陶
淵
明
詩
訳
注
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

｢陶
淵
明

は
､
そ
の
生
涯
の
殆
ど
全
部
を
民
間
人
と
し
て
過
し
た
詩
人
で
あ
り
'
そ
の
作
は
自
己
の
生
活
か
ら
次
次
と
に
じ
み
出
た
心
の
叫
び
で
あ
る
｣
と

淵
明
の
文
学
の
作
品
を
特
徴
づ
け
て
い
る
｡

⑧

1
海
知
義

｢
陶
淵
明
に
お
け
る
<
虚
構
>
と
現
実
｣

(
『吉
川
博
士
退
休
記
念
中
国
文
学
論
集
』
筑
摩
書
房
所
収
)
参
照
｡

二

こ
こ
に
と
り
あ
げ
た

｢
五
柳
先
生
伝
｣
は
'
古
-
か
ら
陶
淵
明
の
自
伝
と
い
わ
れ
､
実
録
と
い
わ
れ
て
き
た
も
の
で
'
今
日
で
も
､

自
伝
的
実
録
か
虚
構
を
含
ん
だ
も
の
か
で
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
｡

従
来
の
説
を
整
理
す
る
と
'

問
題
点
は
次
の
二
点
に
な
り
そ
う
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だ
｡
①
実
録
か
虚
構
か
｡
⑧
自
伝
か
理
想
像
か
｡
も
ち
ろ
ん
､
①
と
①
は
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
に
入
り
く
ん
で
い
る
｡
た
と
え
ば
､

｢
実
録

-
自
伝
｣

･

｢
実
録
-
理
想
像
｣

･

｢
自
伝
-
虚
構
｣

･
｢
虚
構
-

理
想
像
｣
と
い
う
様
に
単
純
で
は
な
い
｡
こ
れ
に
つ
い
て
の
答
え

は
､

｢
五
柳
先
生
伝
｣
の
冒
頭
の
文
句
は
も
ち
ろ
ん
､
こ
の
短
い
散
文
の
内
容
そ
の
も
の
に
注
目
し
て
'
何
よ
-
も
そ
れ
が
､
如
何
な

る
状
況
の
下
で
ど
の
よ
う
な
意
図
で
作
ら
れ
た
か
を
吟
味
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
わ
れ
る
｡

ま
ず
へ
そ
の
作
品
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
｡

先
生
不
知
何
許
人
也

亦
不
詳
其
姓
字
｡

宅
辺
有
五
柳
樹

因
以
為
号
蔦
｡

閑
靖
少
言
'

不
慕
栄
利
｡

好
読
書
､

不
求
甚
解
｡

毎
有
会
意
'

便
欣
然
忘
食
｡

性
噂
酒
'

家
貧
不
能
常
得
｡

親
旧
知
英
知
此
'

い
す
こ

先
生
は
何

許

の
人
な
る
か
を
知
ら
ず
'

つ
ま
び
ら

ま
た
其
の
姓
字
を
詳
か
に
せ
ず
｡

宅
辺
に
五
柳
樹
あ
り
'

因
り
て
以
て
号
と
な
す
｡

閑
靖
に
し
て
言
少
な
く
､

栄
利
を
慕
わ
ず
｡

読
書
を
好
め
ど
も
､

甚
だ
し
く
は
解
す
る
こ
と
を
求
め
ず
｡

か
な

意
に
会
う
こ
と
あ
る
ご
と
に
'

す
な
わ

便
ち
欣
然
と
し
て
食
を
忘
る
｡

こ
の

性
'
酒
を
噂
め
ど
も
'

家
貧
し
く
て
常
に
は
得
る
能
わ
ず
｡

･か
ノ＼

親
旧
'
そ
の
此
の
如
く
な
る
を
知
り
'



或
置
酒
而
招
之
｡

造
飲
租
尽
､

期
在
必
酔
｡

既
酔
而
退
､

骨
不
苫
惜
去
留
｡

環
堵
箱
然
'

不
夜
風
日
○

短
褐
穿
結
'

簡
剰
屡
空
'

曇
和
也
.

常
著
文
章
自
娯
'

頗
示
己
志
'

忘
懐
得
失
､

以
此
自
終
｡

賛
日
'

駅
宴
有
言
'

不
戚
戚
於
貧
膿
､

不
汲
汲
於
富
貴
｡

或
は
酒
を
置

い
て
之
を
招
く
O

お
と
す

す
な
わ
ち

造
れ
飲
み
て
抑
尽
く
し
､

期
す
る
と
こ
ろ
は
必
ず
酔
う
に
在
り
｡

既
に
酔
え
ば
退
き
'

か
つ

や
L(さ

会
て
情
を
去
留
に

答
か
に

せ
ず
｡

環
堵
は
粛
然
と
し
て
､

風
月
を
蔽
わ
ず
｡

短
裾
は
穿
結
し
､

しば

留
瓢
は
屡
し
ぼ
空
し
さ
も
'

宴
如
た
り
｡

常
に

文
章
を
著
わ
し
て
自
ら
娯
し
み
､

い
さ
さ

頗
か
己
が
志
を
示
し
'

得
失
を
懐
う
こ
と
を
忘
れ
､

此
を
以
て
自
ら
終
う
｡

賛
に
日
く
､

斯
要
言
え
る
有
り
､

貧
膿
に
戚
戚
た
ら
ず
'

富
貴
に
汲
汲
た
ら
ず
｡
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秘
其
言
へ

鼓
若
人
之
倍
平
｡

仰
楊
戚
詩
､

以
楽
其
志
｡

無
懐
氏
之
民
殿
'

葛
天
氏
之
民
欺
｡

共
の
言

を
棲

む
る
に
tと

ーb

か
-
の
ご
と
き
人
の

儲
か
｡

酬
嚇
し
て
詩
を
成
し
､

以
て
其
の
志
を
楽
し
む
｡

無
懐
氏
の
民
か
'

竃

天
氏
の
民
か
｡

い
す

こ

つ
ま
ぴ
ら

本
文
と
賓
を
合
わ
せ
て

一
七
〇
字
と
い
う
短
篇
は
'

｢
先
生
は
何
許
の

人

な

る
か
を
知
ら
ず
､
ま
た
其
の
姓
字
を

評

か

に
せ
ず
｡
｣

と
い
う
書
き
出
し
の
こ
と
ば
に
よ

っ
て
始
ま
り
'
以
下
に
述
べ
ら
れ
る
内
容
が
特
定
の
個
人
の
部
跡
で
あ
り
な
が
ら
'
筆
者
自
身
に
関

す
る
も
の
で
は
な
い
と
や
ん
わ
り
は
ぐ
ら
か
し
て
い
る
.

｢
丘
柳
先
吐
｣
と
い
う
の
は
'
ど
こ

の
土
地
の
何
と
い
う
名
の
人
物
な
の
か

わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
'
S
:
に
言
う
よ
う
に
､

｢
貧
腰
に
-
よ
-
よ
せ
ず
､
･:.L=
小目
に
あ
-
せ
く
し
な
い
ば
か
り
か
'
溝
に
酔

っ
て
は
詔

を
成
し
､
そ
の
心
を
楽
し
ま
せ
る
と
い
う
ふ
う
で
'
ま
こ
と
人
古
の
艮
の
こ
と
-
､
純
LH(素
朴
な
,;
両
人
と
で
も

い
う
べ
き
人
物
で
あ

る
｣
と
い
う
の
で
あ
る
｡
こ

こ
に
は
'
作
者
で
あ
る
陶
淵
明
日
身
の
か
-
付
き
た
い
と
す
る
吐
清
と
即
組
と
す
る
人
物
像
が
描
か
れ
て

い
る
と
み
ら
れ
る
わ
け
で
､

こ
れ
ら
を
す
べ
て
彼
自
身
の
い
つ
わ
り
な
き
娼
尖
の
姿
の
吐
露
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
後
で
ま
た
諭
ず
る
で
あ
ろ
う
｡

｢
五
柳
先
生
伝
｣
を
附
明
の
美
生
新
の
い
つ
わ
-
な
い
rTBj=
録
で
あ
る
と
み
な
す
考
え
方
は
､
沈
約

(Eq
凶

1
-
.i

.

)

に
は
じ
ま

る
と
い
わ
れ
る
｡
沈
約
に
･Li
る

『
宗
君
』
九
卜
二
(伝
巻
郡
五
卜
三
)
の

｢
隠
逸
仏
｣
の
記
小
を
貼
る
と
､
｢
陶
潜
､
字

ハ
淵
肌
｡
或

ハ

.J.]
り
附
明
'
7

ハ
一ル
亮
｡
.竹.
似
柴
桑
ノ
人
ナ
-
.
曾
祖
侃
ハ
.門
ノ
人
7?
馬
ナ
-
｡
潜
'
少
ク
シ
テ
高
趣
ア
-
｡
嘗
テ
.g
柳
兄
畑
伝
ヲ
署

ハ
シ
､
以
テ
白
ラ
況
シ
テ
TLL
ク
｣
と
あ

っ
て
'
｢
五
柳
先
生
伝
｣
の
全
文
を
引
い
た
後
'
｢
甚

ノ
〓
ラ
序
ス
ル
コ
ト
此
ノ
卯
シ
｡
時

ノ
人
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之
ヲ
実
録
卜
謂
フ
｣
と
あ
る
｡
以
後
'
郡
統

(五
〇
一
～
五
三

一
)
の

『
陶
附
明
伝
』
に
は

｢嘗
テ
五
柳
先
生
伝
ヲ
著
ハ
シ
'
以
テ
自

ラ
況
ス
｡
時
ノ
人
之
ヲ
実
録
卜
謂
フ
｡
｣
と
あ
っ
て
'

｢
五
柳
先
生
伝
｣
の
本
文
は
省
い
て
あ
る
｡

『晋
番
』
隠
逸
伝
､

『
南
史
』
隠

逸
伝
､

『蓮
社
高
腰
伝
』
は
､
い
ず
れ
も

『宋
書
』
と
全
-
同
じ
記
事
を
載
せ
て
お
り
､

『g
TJl
略
』
の
史
伝
七
は

｢
五
柳
先
外
伝
を
著

は
L
t
自
ら
生
平
を
述
ぶ
｡
時
の
人
以
て
実
録
と
為
す
｣
と
'
謂
統
の
伝
と
ほ
ぼ
同
様
の
記
録
を
し
て
い
る
｡
表
現
に
多
少
の
違
い
は

あ
れ
､
蔚
統
以
下
す
べ
て

『
宗
書
』
の
記
事
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡

こ
う
し
た
正
史
や
各
種
の
伝
記
に
お
け
る
記
録
を
う
け
て
'
後
世
の
研
究
者
も
多
-
こ
れ
を
実
録
と
し
て
い
る
.
例
え
ば
､
情
の
林

雲
銘
や
呉
楚
材
等
が
そ
う
で
あ
-
'
日
本
に
お
い
て
も
同
様
の
事
情
が
つ
い
最
近
ま
で
続
い
て
き
た
し
､
今
で
も

l
部
に
あ
る
｡

陶
淵
明
が
'
空
想
上
の
人
物
に
託
す
る
形
を
と
っ
て
形
象
し
た

｢
五
柳
先
生
｣
な
る
人
物
の
伝
記
が
'
時
の
人
々
に
は
淵
明
白
身
の

実
録
あ
る
い
は
自
伝
で
あ
る
と
受
け
取
ら
れ
'
以
後
長
く
そ
の
よ
う
に
信
じ
ら
れ
て
き
た
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
｡

｢
五
柳

先
生
｣
は
､
ど
の
よ
う
に
し
て
淵
明
自
身
と
結
び
つ
い
た
の
だ
ろ
う
か
｡

岡
村
繁
は

『
宗
書
』
以
後
蘇
東
波
に
至
る
間
に
'

｢
高
潔
な
隠
逸
詩
人
-
陶
淵
明
｣
な
る
イ
メ
ー
ジ
が
か
た
ち
､つ
-
ら
れ
て
定
着
し

て
い
っ
た
過
程
を
詳
細
に
分
折
し
た
結
果
､
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
｡

古
釆
の
陶
淵
明
像
よ
り

一
応
離
れ
て
'
わ
れ
わ
れ
が
､
自
分
自
身
の
目
で
､
攻
め
て
百
数
十
篤
に
及
ぶ
彼
の
詩
文
を
読
み
な
お

し
て
み
る
時
'
そ
こ
か
ら
直
接
感
じ
取
ら
れ
る
淵
明
へ
の
印
象
は
'
必
ず
し
も
従
来
の
高
い
評
価
と
合
致
し
な
い
も
の
が
多
々
あ

る
｡

(
‥
-
･中
略
)
･

淵
明
の
作
品
の
多
-
か
ら
読
み
取
れ
る
､
こ
の
よ
う
な
彼
の
心
理
の
不
安
定
さ
や
唱
関
さ
は
'
彼
の
人
柄
や
文
学
の
特
質
を
考

察
し
よ
う
と
す
る
ば
あ
い
に
､
決
し
て
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
側
面
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
苗
釆

多
-
の
淵
明
を
語
る
人
び
と
が
こ
う
し
た
い
わ
ば
煩
悩
に
苦
し
む
彼
の
人
間
ら
し
い
側
面
に
は

一
切
目
を
つ
ぶ
っ
て
'
も
っ
ぱ
ら
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人
生
を
達
観
し
世
俗
を
超
越
し
た
孤
高
の
隠
者
と
し
て
の
み
彼
を
性
格
づ
け
て
し
ま
っ
た
の
は
､
い
っ
た
い
ど
う
し
た
わ
け
な
の

で
あ
ろ
う
か
｡
･
‥
･
(中
略
)
-

結
論
か
ら
先
に
い
え
ば
､
こ
れ
ら

『
宗
書
』
以
下
の
諸
伝
記
が
､
も

っ
ぱ
ら
附
明
を
こ
の
よ
う
な
高
潔
無
欲
な
隠
者
と
し
て
性

∧
注
-
>

格
づ
け
ざ
る
を
得
な
い
強
い
規
制
力
が
'
伝
記
の
作
者
に
対
し
て
働
い
て
い
た
こ
と
に
あ
る
､
と
私
は
考
え

る

｡

｢
五
柳
先
生
｣
な
る
人
物
の
性
格
や
生
き
方
､
そ
の
趣
味
な
ど
を
見
る
と
､
か
っ
て
吉
川
幸
次
郎
を
し
て
､

｢
矛
盾
の
中
に
こ
そ
'

∧
注
2
V

淵
明
の
文
学
の
高
貴
さ
が
あ
る
の
で
は
な
い

か

｡
｣

と
い
わ
せ
た
'
淵
明
の
文
学
に
著
し
い
'
複
雛
に
揺
れ
動
-
内
面
的
矛
盾
の
影
は

ま
る
で
見
出
せ
な
い
｡

｢
五
柳
先
生
伝
｣
の
内
容
の
要
点
は
､

｢
閑
靖
に
し
て
言
少
な
-
'
栄
利
を
慕
わ
ず
｡
読
書
を
好
め
ど
も
､
甚
だ
し
-
は
解
す
る
こ

こ
の

と
を
求
め
ず
｡
-
-
性
'
酒
を
噂
め
ど
も
､
家
貧
し
-
て
相
に
は
得
る
能
わ
ず
｡
-
-
期
す
る
と
こ
ろ
は
必
ず
酔
う
に
あ
り
｡
簡
瓢
は

し
は

い
さ
さ

屡

し

ぼ
空
し
き
も
､
費
卯
た
り
｡
常
に
文
章
を
著
は
し
て
自
ら
娯
し
み
､
威
か
己
が
志
を
示
し
'
得
失
を
懐
う
こ
と
を
忘
れ
､
此
を
以

て
自
ら
終
う
O
｣
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
0
こ
こ
に
は
､
た
し
か

に
｢
高
潔
無
欲
な
隠
者
｣
の
風
貌
し
か
な
い
し
､
全
て
を
超
越
し
た

自
然
人
と
し
て
の
姿
し
か
な
い
｡
こ

こ
に
描
か
れ
た
人
物
像
は
'
陶
淵
明
の
生
活
の
一
面
と
つ
な
が
る
と
こ
ろ
も
あ
る
だ
ろ
う
が
'
そ

の
全
体
像
で
は
な
い
こ
と
は
岡
村
氏
の
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
｡

①
岡
村
光

『陶
淵
明
-
世
俗
と
超
俗
』
N
H
K
ブ
ッ
ク
ス
三
二
～
三
三
ペ
ー
ジ
参
照
｡

⑧
吉
川
幸
次
郎

『陶
淵
明
伝
』
新
潮
文
庫

三
五
ペ
ー
ジ
｡

三

『宗
吾
』
以
来

｢
五
例
先
生
伝
｣
を
淵
明
の
実
録
と
見
な
し
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
､
さ
ま
さ
ま
の
異
論
が
唱
え
ら
れ
て
き
て
い
る
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わ
れ

の
も
事
実
で
あ
る
｡
清
の
張
廷
玉
は
｢
余

二

十
歳
ノ
時
､
陶
淵
明
ノ
<
五
柳
先
生
伝
>
ヲ
読
-
､
ヲ
モ
ヘ
ラ
ク
ハ
､
此
レ
ハ
後
人
ノ
代

作
ナ
-
､
先
生
ノ
手
筆
二
非
ザ
ル
ナ
-
｡
蓋
シ
薦
中
ノ
<
栄
利
ヲ
慕
ハ
ズ
>
､
<
得
失
ヲ
懐
フ
コ
ト
ヲ
忘
レ
>
､
<
貧
懐
こ
戚
戚
タ
ラ

ズ
､
富
貴
二
汲
汲
タ
ラ
ズ
>
ノ
諸
語
､
大
イ
ニ
痕
跡
ア
-
､
恐
ラ
ク
ハ
天
懐
厳
達
ナ
ル
者
ハ
此
等
ノ
詐
ヲ
ナ
サ
ザ
ル
ナ
-
｡
此
レ
少
年

∧
注
-
V

ノ
狂
鮮
ノ
談
ト
ハ
維
ド
モ
'
今
二
迄
モ
之
ヲ
思
7
､
亦
夕
末
ダ
必
ズ
シ
モ
全
テ
非
ナ
ラ
サ
ラ
ン
ヤ
｣

と
述
べ
て
'
陶
淵
明
自
身
の
作
で

あ
る
こ
と
さ
え
否
定
し
て
い
る
｡
し
か
し
'
こ
の
内
容
を
よ
-
読
ん
で
み
る
と
､
淵
明
を

｢
高
潔
無
欲
な
隠
者
｣
と
見
る
点
で
は
伝
統

的
淵
明
観
の
枠
の
中
に
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
｡
か
え
っ
て
､
こ
の
伝
統
的
淵
明
視
に
深
く
と
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
'

｢
高
潔
無
欲
な
隠
者
｣
で
あ
る
陶
淵
明
が
こ
の
よ
う
な
倍
-
足
り
な
い
言
辞
を
吐
-
は
ず
が
な
い
と
し
て
､
淵
明
の
自
作
に
あ
ら
ず
と

し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
'
淵
明
偶
像
化
も
き
わ
ま

っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

張
廷
玉
の
よ
う
な
議
論
は
論
外
と
し
て
'

｢
五
柳
先
生
伝
｣
を
そ
の
ま
～

淵
明
の
実
録

･
自
伝
と
す
る
見
方
に
対
し
て
強
弱
の
差
は

あ
れ
異
論
を
提
示
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
､
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
｡

ま
ず
､
自
伝
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
､
条
件
を
つ
け
て
い
る
見
方
と
し
て
､
吉
川
幸
次
郎
と
狩
野
置
善
の
説
が
あ
る
｡
吉
川
は
次

の
よ
う
に
言

っ
て
い
る
｡

陶
淵
明
の
伝
記
は
'
宗
書
の
隠
逸
伝
'
晋
書
の
隠
逸
伝
'
南
史
の
隠
逸
伝
な
ど
､
彼
の
死
後
百
年
ま
た
は
二
百
年
に
し
て
編
集

さ
れ
た
史
書
に
見
え
る
｡
ま
た
梁
の
武
帝
の
皇
太
子
､
昭
明
太
子
蔚
続
が
､
や
は
-
五
世
紀
の
は
じ
め
に
書
い
た
陶
淵
明
集
の
序

は
､
彼
の
文
字
を
た
た
え
る
文
字
と
し
て
､
最
も
早
い
も
の
の

一
つ
で
あ
る
｡

し
か
し
､
そ
れ
ら
の
す
べ
て
よ
り
も
､
も
っ
と
も
早
-
書
か
れ
た
伝
記
は
'
淵
明
白
身
の
筆
に
な
る
自
伝
､

｢
五
柳
先
生
伝
｣

<
注
2
V

で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

｡

い
す

こ

吉
川
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
'

｢
五
柳
先
生
伝
｣
の
本
文
を
紹
介
し
た
後
で
'
こ
の
散
文
の
冒
頭
の
文
句
で
あ
る
<
先
生
は
何

許

の
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人
な
る
か
を
知
ら
ず
>
と
い
う
の
は
'

｢
い
う
ま
で
も
な
-
､
わ
ざ
と
と
ぼ
け
た
1.,"=葉
で
あ
る
｡
｣
と
述
べ
て
い
る
｡

｢
わ
ざ
と
と
ぼ

け
た
.吉
葉
で
あ
る
.
｣
と
い
う
こ
と
の
真
意
は
わ
か
ら
な
い
が
､
n
k
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
点
は
､
前
の
引
用
か
ら
明
ら
か
で

あ
る
｡

狩
野
再
訪
‥の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
は
､
吉
川
の
こ
の
見
方
に
近
い
と
想
わ
れ
る
が
､
吉
川
よ
り
説
明
は
例
原
で
あ
る
｡

｢
五
柳
先
生
伝
｣
は
'
自
分
の
耶
柄
を
､
自
分
で
t.j
い
た
の
で
あ
る
が
､
客
観
的
に
〓
己
批
即
を
や
っ
て
居
る
｡
･

･
(小

楯
)
･･････而
し
て

｢
先
生
不
知
何
許
人
､
亦
不
詳
其
姓
字
｣
と
客
観
的
に
描
写
し
た
る
所
に
､
妙
味
は
存
す
る
な
-
O

一
体
'
此

人
は
自
己
の
伝
を
害
い
た
る
の
み
な
ら
ず
､
其
死
す
る
に
至
り
'

｢
自
祭
文
｣
を
肖
い
て
居
る
.
･

･
(中
略
)

････五
柳
先
生

仏
で
も
､
自
祭
文
で
も
､
自
分
を
臼
分
で
批
評
し
'
而
し
て
､
そ
れ
が
深
刻
で
な
-
'
ふ
は
-
と
雌
-
､
自
己
を
あ
ざ
け
る
や
う

な
'
又
自
分
を
傷
む
や
う
な
態
度
を
取

っ
て
居
る
｡
前
に
挙
げ
た
る

｢
貢
r
詩
｣
の
如
き
も
'
亦
彼
の
H
u
m
o
u
rと
見
る
べ
き
も

の
と
魁
ふ
｡
附
明
の
小
に
は
隠
打
が
あ
っ
た
｡

又
或
意
味
に
於
い
て
は

棚
世
家
が
あ
っ
た
O
又
訪
中
に
も
､
随
分
悲
柘
な
る
情
緒

∧
汀
3
V

が
多
い
が
､
川

時

に

､
天
命

を
栗
み
t
,;
然
を
愛
し
､
困
=

:.北
住
の
場
合
に
於
い
て
も
H
u
m
o
u
rを
矢
は
な
か
っ
た

.

い
わ
ゆ
る
'
尖
鋭
と
は
言
い
つ
つ
も
､
そ
の
中
に
ユ
ー
モ
ア
が
あ
り
､
∩
分
を
客
観
化
し
批
評
す
る
博
雌
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い

う
わ
け
で
あ
る
O
こ
の
両
省
は
､
条
件
つ
き
で
日
伝
と
す
る
立
場
と
み
て
よ
か
ろ
う
｡
こ
の
粂
作
の
部
分
が
拡
大
さ
れ
る
と
'
次
郡
に

実
録

･
白
伝
と
み
な
す
側
面
が
せ
ば
ま

っ
て
い
-
わ
け
だ
が
､
そ
の
例
と
し
て
､
岡
村
繁
と

1
触
知
義
の
見
方
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
｡

㈹
村
繁
は
､

｢
五
柳
先
t
i伝
｣
の
1上=
か
れ
た
日
的

(作
品
の
モ
チ
ー
フ
)
に
ふ
れ
つ
つ
'
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

抑
明
は
､
こ
の

｢
仁
例
光
圧
伝
｣
を
作
る
に
T

っ
て
､
被

∩身
の
超
桁
的
な
性
情
面
の
記
述
を
ト
軌
と
し
つ
つ
も
､
意
識
的
に

｢
.j
柳
兄
畑
｣
を
客
観
化
し
て
'
で
き
る
だ
け
日
出
な
立
場
で

'そ
の
理
伽
と
す
る
隠
･t
の
帆
軌
を
描
写
し
よ
う
と
意
図
し
た
も

の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
た
と
え
ば
､
彼
は
明
ら
か
に
汗
州
の
.刊ー
陽

(
今

の
汀
西
省
九
汁
山

一
侶
)
の
出
身
で
あ
り
､
れ

っ
き
と
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い
す

こ

し
た
姓
も
芋
も
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
こ
の
伝
記
の
日
面
か
ら

｢
先
生
は
何

許

の

人
な
る
か
を
知
ら
ざ
る
な
-
｡
亦
た
其
の

姓
を
も
字
を
も
詳
ら
か
に
せ
ず
｣
と
い
っ
た
隠
者
風
の
紹
介
で
書
き
起
こ
し
て
い
る
説
話
的
な
筆
致
は
'
す
で
に
こ
の
伝
記
が
'

<
注
4
V

こ
う
し
た
虚
構
的
性
格
の
作
品
で
あ
っ
た
こ

と
を
端
的
に
物
語
る
も
の
で
あ

る

｡

こ

の
文
章
か
ら
明
ら
か
な
こ

と
は
'
淵
明
が

｢
五
柳
先
生
伝
｣
を
書
い
た
時
､
彼
の
生
清
を
主
軸
と
し
な
が
ら
も
､
理
想
化
さ
れ
た

隠
者
の
風
貌
を
描
-
こ
と
を
目
的
と
し
た
こ
と
.
胃
疎
の
文
句
に
は
虚
構
的
作
格
を
示
す
も
の
が
色
膿
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
｡
岡
村
は
'
こ
の
す
ぐ
前
の
部
分
で
も
'

｢
貧
懐
や
宵
山11
を
超
越
し
て
自
由
の
天
空
を
飛
糊
す
る
<
五
柳
先
生
>
の
生
き
方

こ
そ
が
､
紛
れ
も
な
-
淵
明
の
希
求
し
て
や
ま
な
い
理
想
の
境
地
で
あ

っ
た
O
｣
と
述
べ
て
､
こ
の
伝
記
的
文
章
が
､
単
純
な
実
録
で

は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡

一
海
知
義
は
'
岡
村
と
同
様
に
こ
の
散
文
の
も
つ

｢
虚
構
へ
の
憤
斜
｣
に
注
目
し
つ
つ
､
注
意
深
-
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

五
柳
先
生
伝
が

｢
虚
構
｣
で
あ
る
が
ど
う
か
に
つ
い
て
は
'
当
時
も
意
見
が
わ
か
れ
た
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
現
在
で
も
議
論
は

わ
か
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
O
た
し
か
に
五
柳
先
生
伝
は
､
淵
明
の
虚
構
へ
の
興
味
だ
け
が
生
ん
だ
も
の
で
は
な
い
O
そ
こ
に
は
'
虚

構
に
よ
る
か
か
る
の
で
な
-
､
弔
実
に
も
と
づ
い
た
強
烈
な
自
己
主
張
が
あ
る
.
･

･
(中
略
)
･
･-
冒
頭
の
こ
と
ば
は
'
胸
中

に

｢
猛
志
｣
を
ひ
そ
め
な
が
ら
低
い
身
分
に
甘
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
淵
明
の
'
当
時
の
門
閥
社
会

へ
の
痛
烈
な
反
逆
'

い
わ
ば
逆
の
自
己
主
張
と
し
て
も
よ
み
と
れ
る
｡
そ
れ
は
虚
構
な
ど
と
い
う
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
自
伝
と
い

う
も
の
が
､
そ
も
そ
も
虚
構
へ
の
傾
斜
な
し
に
生
ま
れ
な
い
だ
け
で
な
-
'
こ
の
自
伝
全
体
の
も
つ
と
ぼ
け
た
味
わ
い
は
､
彼
の

∧
注
5
V

虚
構
的
世
界

へ
の
興
味
と
無
縁
で
は
な
い
だ
ろ

う

｡

岡
村

･
一
海
両
者
の
見
方
は
､
自
伝
的
側
面
を
完
全
に
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
が
､
そ
の
自
伝
が
'
淵
明
の
実
生
活
を
そ
の
ま

ま
写
し
た
も
の
､
す
な
わ
ち
実
録
と
見
る
意
見
と
は
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
.
自
伝
的
な
散
文
だ
が
､
そ
れ
は

｢
淵
明
の
希
求
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し
て
や
ま
な
い
理
想
の
境
地
｣
を
描
い
た

｢
虚
構
的
性
格
の
作
品
｣
で
あ
り
'

｢
如
実
に
則
し
た
強
烈
な
自
己
主
張
｣
は
よ
み
と
れ
る

も
の
の
､

｢
虚
構
へ
の
傾
斜
な
し
に
は
生
ま
れ
な
い
｣
も
の
だ
し
､

｢
虚
梢
の
世
界
へ
の
興
味
と
無
縁
で
は
な
い
だ
ろ
う
｡
｣
と
い
う

の
で
あ
る
｡
こ
の
指
摘
は
'

｢
五
柳
先
生
伝
｣
を
'
机
極
的
に
虚
構
の
作
品
と
み
な
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
､
ま
た
唱
純
に
実
録

と
し
て
い
る
の
で
も
な
い
.
事
実
に
も
と
づ
き
な
が
ら
も
虚
構
へ
の
興
味
や
関
心
な
し
に
は
生
ま
れ
得
な
い
作
品
と
見
る
こ
と
に
よ
っ

て
'
自
伝
的
実
録
で
あ
る
と
決
め
て
か
か
る
見
方
を
抑
制
L
t
こ
の
作
品
の
も
つ
虚
構
の
棋
界
と
の
阻
係
に
注
ILiLL
よ
う
と
す
る
発
言

で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
｡

こ
の
岡
村

･
一
海
両
者
の
意
見
JI6-
も
さ
ら
に
積
極
的
に
､
こ
の
散
文
を
虚
構
に
よ
る
作
品
で
あ
る
と
す
る
見
方
が
あ
る
O
中
谷
孝

雄

は
､

｢
此
の
奇
妙
な
小
説
め
い
た
文
章
を
'
淵
明
の
自
伝
だ
と
い
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
o
｣
と
い
う
疑
問
を
提
示
し
た
あ
と
で
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

私
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
こ
れ
は

1
種
の
私
小
説
で
あ
り
'
実
録
と
は
い
へ
な
い
や
う
に
思
ふ
｡
む
ろ
ん
'
当
時
の
シ
ナ
に
私
小

い
う

説
な
ど
と
い
ふ
も
の
は
な
か
っ
た
が
､
虚
構

(
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン

)

を
好
む
の
は
芭
荘
家
の
苗
で
あ
り
､
荘
子
な
ど
は
そ
の
尤
な
る

者
で
あ
っ
た
｡
抑
明
は
前
に
も
言

っ
た
や
う
に
老
荘
家
で
あ
る
よ
り
は
寧
ろ
儒
家

(儒
教
の
信
蚕
者
)
で
あ
っ
た
が
t
L
か
し
そ

の
反
面
に
は
多
分
に
老
荘
家
的
な
と
こ
ろ
が
あ
り
､
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
好
む
点
で
も
人
後
に
落
ち
な
か
っ
た
｡
･

･
(中
略
)
-

五
柳
先
生
の
人
柄
や
そ
の
行
成
に
は
淵
明
そ
の
人
と
大
そ
う
よ
-
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
｡
こ

こ
に
省
か
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
殆
ん

ど
す
べ
て
､
淵
明
が
他
の
詩
文
で
彼
自
身
に
就
い
て
語
る
と
こ
ろ
と

l
致
し
て
ゐ
る
O
だ
か
ら
時
人
が
こ
の
伝
を
実
録
と
し
､
後

人
が
こ
れ
を
白
伝
と
し
た
こ
と
も
､
必
ず
し
も
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
｡
し
か
し
私
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
､
こ
れ
は
い
は
ば

彼
自
身
を
モ
デ
ル
と
し
た
創
作
で
あ
っ
て
'
実
録
で
も
自
伝
で
も
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
淵
明
は
t
n
己
の
明
る
い
面
だ
け
を
五
柳
発

作
に
分
ち
与
へ
'
暗
い
両
は
す
べ
て
切
り
捨
て
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
ろ
o
l

l
(小
幡
)
･
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要
す
る
に

F.五
柳
先
生
伝
』
は
'
あ
る
が
ま
ま
の
自
己
を
書
い
た
黒
鉄
や
自
伝
で
は
な
-
､
か
-
あ
-
た
い
と
希
望
す
る
自
己

<
江
6
>

を
描
い
た

一
種
の
創
作
で
あ
っ
た

｡

こ
の
文
章
で
中
谷
は
'
実
録

･
自
伝
と
い
う
と
ら
え
万
を
完
全
に
否
定
し
て
へ
白
口
を
モ
デ
ル
と
し
た

一
種
の
私
小
説
で
あ
り
､
創

作
で
あ
る
と
断
定
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
'
吉
川

･
狩
野
の
両
者
が
'
自
伝
あ
る
い
は
実
録
と
認
め
な
が
ら
､
た
ん
な
る
自
伝

･
英
録
と

し
な
か
っ
た
こ

と
｡
岡
村

･
一
海
の
両
者
が
'
実
録
と
い
う
と
ら
え
万
と
対
立
し
な
が
ら
も
､
自
伝
的
側
面
を
認
め
つ
つ
､
そ
こ
に
淵

明
の
虚
構
の
世
界
へ
よ
せ
る
関
心
を
読
み
と
ろ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
､
大
き
-

1
歩
踏
み
出
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
o

『
宗
書
』
以
来
伝
統
的
な
理
解
と
な
っ
て
い
る

｢
実
録

･
自
伝
｣
と
い
う
見
方
か
ら
､
中
谷
の

｢
虚
梢

･
モ
デ
ル
小
説
｣
と
い
う
と

ら
え
方
ま
で
の
間
に
は
､
単
に
考
え
方
の
相
異
で
は
片
づ
け
ら
れ
な
い
深
い
溝
が
横
た
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
.

一
七
〇
字
に
す

ぎ
な
い
短
い
文
革
に
つ
い
て
の
解
釈
が
'
ど
う
し
て
こ

う
も
極
端
に
対
立
す
る
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
｡
そ
れ
は
､
陶
淵

明
と
い
う
人
物
の
も
つ
､
は
か
り
難
い
二
面
性
､
両
極
に
分
裂
し
て
対
立

･
矛
盾
す
る
思
想
の
在
り
方
等
が
根
本
的
な
原
因
に
な
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
し
て
'

｢
五
柳
先
生
｣
像
の
極
端
に
異
な
る
と
ら
え
万
は
'
そ
の
ま
～
陶
附
明
像
の
落
差
の
反
映
に
な
っ
て

い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡

①

『陶
淵
明
詩
文
受
評
』
明
倫
出
版
社
印
行
三
六
六
I
ジ
参
照
O

⑧
吉
川
幸
次
郎

『前
掲
書
』
四
二
～
四
五
ペ
ー
ジ
参
照
｡

③
狩
野
直
喜

『貌
晋
学
術
考
』
筑
摩
書
房

二
二
五
～
二
二
六
ペ
ー
ジ
参
照
｡

①
岡
村
髭

r前
掲
審
』
十
f
～
十
二
ペ
ー
ジ
参
照
o

⑤

1
海
知
義

｢前
掲
論
文
｣
1
九
1
-
1
九
二
ペ
ー
ジ
参
照
｡
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⑥
中
谷
孝
雄

『
わ
が
陶
淵
明
))
筑
摩
書
房

1
四
六
～
7
四
八
ペ
ー
ジ
参
照
｡

四

と
こ
ろ
で
､
陶
淵
明
に
は
自
己
の
生
活
の
失
態
や
､
日
頃
胸
に
秘
め
て
い
る
願
望
な
ど
を
う
た
っ
た
､

｢
五
柳
先
生
伝
｣
と
内
容
的

に
深
い
か
か
わ
り
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
作
品
が
あ
る
.

｢
祭
従
弟
敬
遠
文
｣

･
｢
祭
程
氏
妹
文
｣

･
｢
戊
申
歳
六
月
中
退
火
｣

･
｢
飲

酒
｣

(其
十
六
)

･
｢
与
子
健
等
疏
｣
等
が
そ
う
で
あ
る
｡
し
か
も
､
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
､

｢
命
子
｣

(
二

〇
歳
半

前
?

)

｢
始
作
鎮
軍
参
軍
経
曲
阿
作
｣

(三
五
歳
?
)
の
二
つ
の
作
品
の
ほ
か
は
､
す
べ
て
彼
の
四
〇
歳
以
後
の
作
品
で
あ
る
こ
と
で

あ
り
'
同
時

に
'
陶
淵
明
が
彼
自
身
に
つ
い
て
直
接
あ
る
い
は
間
接
に
語

っ
て
い
る
こ
れ
ら
の
詩
句
が
'
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
過
去
の
生

∧
注
1
V

活
を
回
魁
し
た
も
の
に
な

っ
て
い
る
こ
と
な
ど
､
見
逃
せ
な
い
関
越
を
含
ん
で
い

る
｡

た
と
え
ば
､
彼
の
F
O
歳
以
後
(四
〇
歳
と
す
る
も
の
と
五
｢
伯
臓
と
す
る
説
と
が
あ
る
O
)
の
作
目州
と
考
え
ら
れ
て
い
る

｢
飲
酒
｣

(其
十
六
)
を
見
て
み
よ
う
｡

42

少
年
竿
人
事

源
好
在
六
径

行
行
向
不
惑

俺
圃
遂
無
成

責
地
図

窮節

飢
寒
飽
所
更

倣
頗
交
悲
風

ま
れ

少
年
よ
-
人
郎

竿

に

し
て

蕗
好
は
六
拝

に
在
-

なん
な
ん

行
き
行
い
て
不
惑

に
向

と
す
る
に

･か

相
国
し
て
遂
く
て
成
る

な
し

責

に

困
窮
の
節
を
抱
き
て

へ

飢
寒

吏
し
所
に
飽
-

倣
雌

悲
風
を
交
じ
え



荒
葦
没
前
庭

披
梱
守
長
夜

T.3
雛
不
肯
唱

丘公
不
在
玄

終
以
努
吾
怖

先
学

前
庭
を
没
す

さ

脳
を
放
て
長
夜
を
守
る
に

は
鶏
は
肯

え
て
鳴
か
ず

謡
公
は
こ

こ
に
あ
ら
ず

つい

か
げ

終
に
も
っ
て
わ
が
情
を

射
ら
す

こ
の
詩
で
は
'
生
活
の
わ
び
し
き
や
粁
神
的
孤
独
が

､
背
少
廿
の
頃
を
回
想
す
る
中
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
｡
し
か
も
'
最
初
の
二
旬

は
､
彼
が
少
年
の
頃
か
ら
人
々
と
の
つ
き
あ
い
の
中
に
楽
し
み
を
見
出
す
よ
り
も
'
儒
家
の
占
典
に
親
し
む
嘉
黙
で
読
書

好
き
な
少
圧

だ

っ
た
こ
と
を
語

っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
､

｢
五
柳
先
生
伝
｣
の
巾
に
お
け
る

｢
園
靖
に
し
て
言
少
な
く
､
栄
利
を
果
は
ず
.
読
書
を
好

め
ど
も
､
甚
だ
し
く
は
鮒
す
る
こ
と
を
求
め
ず
｣
と
述
べ
て
い
る
こ
と
と
通
ず
る
も
の
で
あ
る
｡
た
だ
へ

｢
敵
腫

悲
風
を
交
じ
え
'

荒
符

前
庭
を
没
す
｡
梶
を
披
て
長
夜
を
守

る
｣
と
い
う
止
宿
は
'

｢
T
柳
先
生
仏
｣
で
い
う

｢
環
鱗
は
荊
然
と
し
て
'
風
日
を
搬
は

ず
｡
短
裾
は
穿
結
し
｣
と
い
う
表
現
と
全
-
同
じ
様
子
を
写
し
な
が
ら
'
そ
こ
に
什
む
人
帆
の
心
境

に
は
'
吊

‥
人
の
こ
と
ば
と
は
思

え
な
い
ほ
ど
の
差
異
が
あ
る
O

｢
五
柳
先
生
｣
と
い
う
人
物
は
､
そ
の
よ
う
な
状
態

にあ
っ
て
も
'

｢
旦
如
た
り
.
｣
で
あ
る
の
に
対

な
ん
な
ん

し
て
､
こ
の
藷
の
中
で
は

｢
行
き
行
い
て
不
惑
に

向

と

す
る
に

掩
留
し
て
遂
-
て
成
る
な
し
｣
状
態
で
あ
り
'

｢
良
鶏
は
肯
え
て
鳴

つ
い

か
げ

か
ず

孟
公
は
こ

こ
に
あ
ら
ず

終

に

も

っ
て
吾
が
情
を

解

ら
す
｣
と
言

っ
て
､

｢
車
知
た
る
｣
気
持
ち
な
ど
と
は
ほ
ど
遠
い
心
境
を

も
ら
し
て

い
る
｡

そ
れ
は
､

｢
戊
申
歳
六
月
巾
遇
火
｣
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
｡

｢
総
髪
･Li
-
孤
介
を
抱
き

奄
ち
出
ず
田
十
年

--

形
速
は
化
に

懲

り
て
往
く
も

霊
府
は
長
-
独
り
閑
な
り
｣
と
い
う
の
は
､

｢
五
柳
先
生
伝
｣
の
初
め
の
部
分
と
よ
-
似
て
い
る
け
れ

ど
も
'
こ
の

詩
の
場
合
も
'
主
調
は
淵
明
の
現
実
の
生
活
の
憶
さ
と
い
う
も
の
が
反
映
し
て
'
そ
の
中
か
ら
少
年
時
代
を
回
想
し
た
も

の
と
な

っ
て
い
る
｡
そ
れ
は
'
こ
の
詩
が
火
事
と
い
う
不
幸
に
迎
過
し
て
､
精
神
的

に大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
て
い
る
状
況
の
中
で
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作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
背
景
を
考
え
れ
ば
､

｢
五
柳
先
生
伝
｣
に
お
け
る
場
合
の
よ
う
に
'
甘
美
な
イ
メ
ー
ジ
が
つ
づ
れ
な
い
こ
と
は

む
し
ろ
当
然
の
こ
と
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡

し
か
し
､
淵
明
が
自
己
の
青
少
年
時
代
を
回
想
す
る
と
き
'
た
ん
に
甘
美
な
面
､
明
る
-
の
び
や
か
な
面
だ
け
で
な
く
､
必
ず
と
い

っ
て
良
い
は
ど
現
実
の
孤
独

･
さ
び
し
さ

･
不
遇
感
と
い
っ
た
､
い
わ
ば
人
生
の
暗
い
側
面
を
背
景
と
し
て
い
る
例
は
､
こ

こ
に
紹
介

し
た
二
つ
の
作
品
に
お
い
て
ば
か
-
で
は
な
い
｡

｢
有
会
而
作
｣
･
｢
始
作
鎮
軍
参
軍
経
曲
阿
作
｣
･
｢怨
詩
楚
調
示
離
主
関
都
治
申
｣

･
｢
与
子
健
等
疏
｣
等
の
'
彼
の
青
少
年
時
代
を
回
想
し
て
い
る
作
品
の
全
て
が
､
見
方
に
よ
っ
て
は
そ
う
で
あ
る
と
言
え
る
｡
そ
の

中
か
ら

｢
五
柳
先
生
伝
｣
の
中
の
イ
メ
ー
ジ
と
よ
く
似
た
詩
句
を
含
む
作
品
を
紹
介
し
よ
う
.

弱
齢
寄
事
外

賓
懐
在
琴
書

被
褐
欣
自
得

屡
空
常
曇
即

時
釆
苛
冥
会

宛
轡
憩
通
徹

投
策
命
農
装

暫
与
園
田
疎

砂
妙
孤
舟
逝

嗣
稲
帰
恩
給

我
行
窒
不
遇

弱
齢
よ
り
事
外
に
寄
せ

懐
を
委
ね
る
は
琴
と
書
に
在
-

裾
を
被
て
欣
ん
で
自
得
し

屡
し
ぼ
空
し
き
も
常
に
費
卯
た
-

時
来
た
-

て
苛
し
-
も
冥
会

せ
ば

ま

轡
を
宛
げ
て
通
徹
に
憩
う

つ
え

策
を
投
げ

て
展
装
を
命
じ

暫
-
園
田
と
疎
な
-

砂
妙
と
し
て
孤
舟
逝
け
ば

ま
つ
わ

純
綿
と
し
て
帰
煙

狩
る

我
が
行

豊
に
遇
か
な
ら
ざ
ら
ん
や



登
降
千
里
余

目
俗
川
途
異

心
念
山
沢
居

望
雲
惣
高
鳥

臨
水
塊
浄
魚

真
想
初
在
襟

誰
謂
形
迩
拘

馴
且
懲
化
遷

終
反
班
生
頗

登
り
降
-
る
こ
と
千
里
余

目
は
川
途
の
異
な
る
に
倦
み

心
は
山
沢
の
居
を
念
う

雲
を
望
ん
で
は
高
鳥
に
悠
じ

水
に
臨
ん
で
は
跡
魚
に
悦
ず

英
想
は
初
め
よ
り
襟
に
在
り

誰
か
謂
う
形
逆
は
拘

せ
ら
る
と

い
き
さ

う
つ

よ

脚
か
且
つ
化
の
遜
る

に
懲
り
て

つい

か
九

終
に
は
班
生
の
厳
に
反
ら
ん

(
｢
始
作
鋲
軍
参
軍
経
曲
阿
作
｣
)

こ
の
詩
は
､
陶
淵
明
が
鋲
軍
将
軍

(劉
牢
之
の
幕
僚
)
に
就
任
し
て
早
々
､
曲
阿
を
通
過
し
た
時
の
作
と
す
る
説
が
多
い
｡
こ
の
説

に
従
え
ば
､
淵
明
三
五
歳

(三
九
九
)
の
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
詩
の
冒
頭
四
句
は
､

｢
五
柳
先
生
伝
｣
の
中
に
あ
る
句
と
ほ

と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
｡
た
だ
､

｢
弱
齢
よ
り
事
外
に
寄
せ

懐
い
を
委
ね
る
は
琴
と
書
に
在
り

裾
を
被
て
欣
ん
で
自
得
し

屡
し
ぼ

空
し
さ
も
常
に
車
知
た
り
｣
と
い
う
句
は
､

｢
高
鳥
｣
や

｢
蕗
魚
｣
の
よ
う
に
拘
束
さ
れ
な
い
生
活
に
あ
こ
が
れ
な
が
ら
'
現
実
に
は

｢
形
透
に
拘
せ
ら
れ
る
｣
状
態
に
あ
る
こ
と
か
ら
'
こ
れ
か
ら
の
自
由
'
つ
ま
-
自
己
の
意
志
に
忠
実
で
美
実
な
る
生
活

へ
の
回
帰
を

希
求
す
る
心
情
を
う
た

っ
た
も
の
に
な
っ
て
お
-
'

｢
五
柳
先
生
伝
｣
に
お
け
る
ほ
ど
甘
-
明
る
い
面
ば
か
-
で
は
な
い
こ
と
に
注
意

す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
は
'

｢
与
子
健
等
疏
｣
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
｡
長
い
文
章
な
の
で
､
関
連
す
る
箇
所
だ
け
を
抄
録
し
て



お
こ
う
｡吾

年
過
五
十

少
而
窮
苦

毎
以
家
弊

東
西
蕗
走

性
剛
才
拙

与
物
多
作

-

(中
略
)

少
学
琴
妻

偶
変
閲
静

別
巻
布
得

便
欣
然
忘
食

見
樹
木
交
蔭

時
鳥
変
声

亦
複
歓
然
有
責

用
言
五
六
月
巾

北
窓
下
臥

過
涼
風
幣
至

吾
が
年
五
十
を
過
ぐ

わ
か少

-
し
て
窮
苦

つ
ね

毎
に
家
弊
を
以
て

東
西

に
源
走
す

性
は
剛
に
し
て
才
は
拙

さ
か
ら

物
と

伴
う
こ

と
多
し

わか
少
く
し
て
琴
と
書
を
学
び

た
ま

偶

た
ま
閑
静
を
変
す

巻
を
開
い
て
得
る
こ
と
TP
ら
ば

す
な
わ

便
ち
欣
然
と
し
て
食

を
忘
る

樹
木
の
蔭
を
交
え
る
を
見

時
の
罵

声
変
ず

亦
た
復
た
歓
然
と
し
て
喜
び
有
-

梢
に
言
う
五
六
月
中

北
署
の
下
に
臥
し

拡
凪
の
鞘
-
至
る
に
遇
え
ば
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お
･も

白
謂
定
義
皇
上

自
ら
謂

え

ら
-
足
れ
義
卓
上
の
人
か
と
｡

･
(後
略
)
･

こ
こ
に
抄
録
し
た
文
の
後
半
部
分
は
'

｢
五
柳
先
生
伝
｣
の
あ
の
何
の
束
縛
も
な
-
自
由
で
の
び
や
か
な
生
活
を
楽
し
ん
で
い
る
姿

お
も

の
描
写
と
そ
の
ま
～
重
な
る
も
の
で
あ
る
｡

｢
自
ら

謂

え

ら
-
足
れ
義
皇
上
の
人
か
と
｡
｣
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ

う
に
'
こ
こ
で
も
彼
は
伝
説
時
代
で
あ
る
上
古
の
素
朴
な
生
活
に
対
す
る
深
い
憧
憶
を
表
明
し
て
い
る
｡

｢
五
柳
先
壁
伝
｣
の
欝
の
部

分
で

｢
無
情
氏
の
民
か

葛
天
氏
の
民
か
｣
と
'
太
古
伝
説
上
の
民
に
自
ら
を
た
と
え
た
こ
と
と
､
ま
っ
た
-
同
じ
心
情
を
こ
こ
で
も

述
べ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
'

陶
淵
明
が
自
己
の
育
少
年
期
を
ふ
-
か
え
っ
て
詠
ん
だ
詩
句
に
は
､

い
つ
も
明
と
膳
の
両
面
が
か
ら
み
合

っ
て
い

る
｡
そ
れ
は
'
彼
が
青
少
年
時
代
を
回
想
し
た
詩
句
が
ほ
と
ん
ど
四
〇
歳
代
以
後
に
つ
-
ら
れ
た
こ
と
'
彼
の
凹
〇
歳
代
以
後
が
'
必

ず
し
も
自
由
で
の
び
や
か
な
明
る
い
生
活
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
理
由
の

l
つ
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
彼
に
と
っ
て
は
理
想

の
生
活
の
場
で
あ
っ
た
田
園
に
も
ど
っ
て
か
ら
も
'

生
活
は
決
し
て
楽
で
は
な
か
っ
た
ば
か
り
か
､

貧
し
-
不
自
由
で
孤
独
で
あ
っ

た
｡
そ
の
現
実
生
活
に
お
け
る
不
自
由
さ
'
暗
さ
と
い
う
も
の
が
背
景
に
な
っ
て
'
か
つ
て
の
生
活
-

少
年
の
頃
の
無
邪
気
で
､
貧

し
い
中
に
あ
っ
て
も
琴
書
の
世
界
に
遊
ん
で
い
ら
れ
た
生
活
-

に
対
す
る
な
つ
か
し
さ
や
憧
れ
を
か
き
た
て
た
で
あ
ろ
う
t
と
考
え

ら
れ
る
｡
ま
た
､
彼
が
理
想
の
世
界
と
し
て
太
古
の
時
代
を
う
た
い
､
太
古
の
人
々
の
生
活
に
憧
れ
た
の
も
､
現
実
の
生
活
の
膳
さ
や

不
自
由
さ
が
､
そ
の
背
景
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡

と
も
あ
れ
､
自
伝
と
言
わ
れ
る

｢
五
柳
先
生
伝
｣
で
は
'
彼
が
自
己
の
若
い
頃
を
回
想
す
る
時
た
え
ず
つ
き
ま
と
い
､
あ
る
い
は
発

想
の
大
き
な
背
景
と
な
っ
て
い
る
現
実
の
暗
い
部
分
は
､
す
べ
て
消
し
去
ら
れ
て
お
り
､
甘
美
な
側
面
ば
か
り
が
う
た
わ
れ
て
い
る
こ

と
に
な
る
｡
そ
こ
に
我
々
は
'
彼
が

｢
五
柳
先
生
｣
な
る
人
物
に
託
し
て
描
こ
う
と
し
た
も
の
が
何
で
あ
っ
た
か
を
見
る
こ
と
が
で
き
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る
よ
う
に
思
う
｡

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
'
中
谷
孝
雄
は

｢
五
柳
先
生
伝
｣
に
つ
い
て
､

｢
自
己
の
明
る
い
面
だ
け
を
五
柳
先
生
に
分
ち
与
へ
､
暗
い

面
は
す
べ
て
切
-
捨
て
て
し
ま
っ
て
｣
い
る
と
し
へ

そ
の
結
果
こ
れ
を
自
伝
や
実
録
で
は
な
く
､

｢
彼
自
身
を
モ
デ
ル
と
し
た
創
作
｣

で
あ
る
と
断
定
し
た
わ
け
だ
が
､

｢
五
柳
先
生
伝
｣
を
創
作
と
断
定
し
な
い
研
究
者

(実
録
で
あ
り
自
伝
で
あ
る
と
み
た
り
､
自
伝
的

な
も
の
だ
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
へ
の
傾
斜
が
見
ら
れ
る
と
す
る
意
見
な
ど
)
も
'
こ
れ
が
､
淵
明
自
身
の
理
想
の
人
間
像
を
描
い
た
も
の

で
あ
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
｡
た
と
え
ば
､
大
矢
根
文
次
郎
は
､
こ
の
短
篇
を
実
録
と
す
る
立
場
に
あ
る
が
､
そ
の
創
作
意
図
に
ふ
れ

て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

自
分
が
障
逸
し
て

1
生
を
自
己
に
忠
実
に
生
き
た
い
と
い
う
希
望
を
写
そ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
か
｡

‥

･
(中
略
)
･･････

マ
マ

<
注
2
V

無
懐
氏
の
民
か
'
葛
夫
氏
の
民
か
､
と
い
わ
れ
る
人
に
な
-
た
い
と
の
思
い
を
伝
え
る
所
に
こ
の
製
作
意
図
が
あ
ろ
う

｡

大
矢
根
の
こ
の
説
明
の
中
で
､

｢
自
分
が
隠
逸
し
て

一
生
を
自
己
に
忠
実
に
生
き
た
い
と
い
う
希
望
を
写
そ
う
と
し
た
も
の
で
は
な

∧
注
3
V

い
か
｡
｣
と
い
う
部
分
に
は
､
こ
の
作
品
の
成
立
時
期
の
問
題
と
も
か
か
わ
っ
て

､
す

ぐ
に
は
賛
同
で
き
か
ね
る
が
'
後
半
部
分
に
つ

い
て
は
'
そ
の
と
お
-
認
め
て
良
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
｡
た
だ
､
大
矢
根
が
実
録
と
し
な
が
ら
､

｢
希
望
を
写
そ
う
と
し
た
も
の

マ
マ

で
は
な
い
か
｡｣
と
い
い
､
｢無
懐
氏
の
民
か
､
葛
夫
氏
の
民
か
､
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
人
間
に
な
-
た
い
と
の
思
い
を
伝
え
る
｣
意
図

で
こ
の
伝
が
作
ら
れ
た
と
す
る
と
き
'
そ
こ

に
は
論
理
的
な
矛
盾
が
起
こ

る
｡
題
想
の
人
間
像
を
描
い
た
と
す
れ
ば
､
現
実
に
か
-
あ

り
得
て
い
な
い
自
己
が
存
在
し
'
そ
の
逆
説
的
な
価
値
､
つ
ま
-
か
く
あ
り
た
く
な
い
と
す
る
発
想
の
転
換
が
あ

っ
て
は
じ
め
て
､
理

想
と
す
る
自
画
像
を
形
象
化
で
き
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
理
想
の
自
画
像
や
現
実
に
あ
り
え
て
い
な
い
自
己
の
生
活
の
描
写
が

ど
う
し
て

｢
実
録
｣
に
な
-
得
よ
う
か
｡

た
し
か
に
､

｢
五
柳
先
生
｣
は
'
淵
明
の
趣
味
や
他
の
作
品
に
よ
ま
れ
た
彼
の
人
が
ら
を
思
わ
せ
る
人
物
と
電
な
る
部
分
を
多
数
も
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ち
'
そ
の
高
潔
な
生
き
方
や
人
格
と
実
際
に
重
な
-
合
う
部
分
を
多
く
含
ん
で
い
る
｡
し
か
し
'
そ
れ
は
白
己
の

.1
両
で
あ

っ
て
他
の

側
両
は
切
り
捨
て
ら
れ
て
お
-
'
実
録
的
自
伝
と
い
わ
れ
る
も
の
と
は
'
異
質
の
も
の
と
み
る
べ
き
も
の
だ
と
考
え
る
｡

大
矢
根
は
'

｢
実
録
で
あ
り
な
が
ら
描
写
さ
れ
る
自
分
を
自
分
よ
-
引
き
離
し
､
第
三
者
と
し
て
自
己
を
鋸
祝
し
'
墳
末
な
点
は
こ

∧
注
4
V

れ
を
切
り
捨
て
て
人
間
と
し
て
最
も
本
質
的
な
点

に
焦
点
を
合
わ
せ
､
頂
点
を
の
み
捉
え
て
描
写
し
て
い
る

｡

｣

と
述

べ
て
い
る
が
､

切
り
捨
て
ら
れ
て
い
る
淵
明
の
膳
さ
､
孤
独
､
さ
び
し
さ
､
迷

い
と
言
う
よ
う
な
側
面
が

｢
墳
未
な
点
｣
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
し

｢
五
柳
先
生
伝
｣
に
描
か
れ
て
い
な
い
こ
れ
ら
の
切
り
捨
て
ら
れ
た
部
分
に
も
'

｢
人
間
と
し
て
最
も
木
質
的
な
点
｣
が
現
わ
れ
て
い

る
こ
と
も
多
い
と
思
わ
れ
る
｡
｢
実
録
｣
と
み
な
す
と
こ
ろ
か
ら
-
る
論
理
の
矛
盾
が
こ
の
辺
に
露
草
し
て
い
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
｡

①
陶
淵
明
の
作
品
の
中
で
'
彼
自
身
が
自
己
の
青
少
年
時
代
を
回
想
し
て
歌
っ
て
い
る
詩
文
と
し
て
は
､
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
次
の
よ
う
な
例

が
あ
る
｡
-

二
〇
歳
以
前
の
こ
と
を
回
想
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
に
､

｢祭
従
弟
敬
遠
文
｣

･
｢祭
樫
氏
妹
文
｣

･
｢戊
巾
歳
六
月
中
退

火
｣

･
｢飲
酒
｣

(其
十
六
)
が
あ
-
'
-

二
〇
歳
頃
お
よ
び
そ
れ
以
後
を
回
想
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
も
の
に
､

｢
怨
詩
楚
調
示
腰
主

将
郡
治
中
｣

･
｢有
会
而
作
｣

･
｢始
作
鎮
軍
参
軍
経
由
阿
作
｣

･
｢
飲
酒
｣

(其
十
九
)
が
あ
り
t
W

青
少
年
の
頃
の
回
想
だ
が
何
歳
頃
を

回
想
し
た
も
の
か
す
ぐ
に
は
決
め
か
ね
る
-
の
に
へ

｢与
子
機
等
疏
｣

･
｢帰
園
田
居
｣

｢擬
古
｣
(其
八
)
･
｢
雑
詩
｣

(其
五
)

･
｢
難
語
｣

(其
七
)
が
あ
る
｡
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
'
拙
論

『
陶
淵
明
の
鑓
耕
詩
に
つ
い
て
』

(
『集
刊
硬
洋
学
』
第
三
十
四
号
)
を
あ
わ
せ
て
参
照
し

て

い
た
だ

き

た
い
｡

②
大

矢

根

文

次
郎

『

陶
淵
明
研
究
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
､
四
六
三
ペ
ー
ジ
0

③

｢
五
椀
先
生
伝
｣
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
'
現
在
四
つ
の
説
が
あ
る
が
､
こ
こ
で
は
季
長
之
の
四
二
歳
説
に
し
た
が
っ
た
｡

ち
な
み
に
'
王
塔
は

｢節
統
伝
｣
の
記
録
を
う
け
て
二
八
歳
頃
と
し
て
い
る
｡
大
矢
根
文
次
郎
は
三
〇
歳
頃
と
み
て
い
る
0
こ

れ
は

『宋
音
』

の

｢
州
､
主
将
に
召
す
も
就
か
ず
｡
射
ら
耕
し
自
ら
賢
し
､
遂
に
茄
疾
を
抱
-
｣
と
い
う
記
事
に
も
と
ず
い
て
'
こ
れ
が
三
〇
歳
だ
と
考
え
ら
れ
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る
と
こ
ろ
か
ら
こ

の
よ
う
に
推
論
し
て
い
る
｡
林
雲
銘
や
貝
楚
材
は
'
五
六
歳
以
後
と
す
る
｡

④

大
矢
根
文
次
郎

r前
掲
書
,.
四
六
三
ペ
ー
ジ
｡

五

｢
五
柳
先
生
伝
｣
に
つ
い
て
'
そ
れ
が
淵
明
自
身
の
生
活
を
そ
の
ま
ゝ

写
し
た
も
の

(実
録
)
で
は
な
い
こ
と
は
､
す
で
に
述
べ
た

と
お
-
だ
が
､
こ
の
散
文
の
も
つ
自
伝
的
形
式
に
つ
い
て
も
う
少
し
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
｡

淵
明
に
は
､
自
己
の
経
歴
を
記
し
た
も
の
と
し
て
､
こ
の

｢
五
柳
先
生
伝
｣
･Liり
も
､

1
屑
自
伝
に
近
い
形
の
作
品
が
あ
る
.
層
接

に
は

｢
命
子
｣
が
そ
う
だ
L
t
先
に
あ
げ
た
淵
明
自
身
が
自
ら
育
少
年
期
を
回
は
し
て
い
る
詩
句
が
､
そ
れ
を
補
強
す
る
も
の
と
し
て

あ
る
｡
淵
明
が
'
自
分
の
正
確
な
実
録
を
伝
記
の
形
で
残
そ
う
と
思

っ
た
な
ら
ば
､
た
ぶ
ん

｢
五
柳
先
生
伝
｣
の
よ
う
な
形
は
と
ら
な

か

っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
う
.
そ
れ
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て

｢
晋
の
搬
征
西
大
将
軍
の
長
史
孟
府
君
の
伝
｣
と
い
う
作
品
が
あ
る
｡
こ

れ
は
附
明
の
位
力
の
祖
父
に
当
る
点
嘉
の
伝
記
だ
が
'
そ
の
出
身

･
姓
字

･
経
歴

･
業
損

･
人
物
像
等
お
よ
そ
伝
記
の
備
え
る
べ
き
要

素
が
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
-
､
む
し
ろ
誇
張
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
の
表
現
を
も

っ
て
桝
写
さ
れ
て
い
る
O

｢
先
例
先
生
伝
｣
の

点
き
P
.
L
と
は
ま
る
で
違
う
そ
の
召
州
し
の
部
分
だ
け
で
も
紹
介
し
て
お
こ

う
.

お
く
り
な

が
-

君
'
詩

は

嘉

､
字
は
万
年
'
江
夏
の

郡

の

人
な
-
｡
曾
祖
父
の
宗
は
'
孝
行
を
以
て
称
せ
ら
れ
'
呉
に
仕
え
て
司
馬
た
-
｡
祖

こ
こ

父
の
栂
は
'
元
康
中
､
癖
陵
の
大
守
と
為
る
O
宗
､
武
昌
の
新
陽
県
に
葬
ら
る
｡
子
孫
'
駕
に
家
し
､
遂
に
県
人
と
為
る
｡

め
と

君
､
少
く
し
て
父
を
失
い
､
母
を
奉
じ
て
二
弟
と
居
る
｡
大
司
馬
長
沙
桓
公
陶
侃
の
節
十
女
を

要

る

-
･･･

いす
こ

｢
先
生
は

何

許

の
人
な
る
か
を
知
ら
ざ
る
な
-
､
亦
た
英
の
姓
字
を
評
か
に
せ
ず
｣
と
い
う

｢
末
捌
先
t
L伝
｣
の
書
出
し
と
の
違
い

は
'
も
は
や
述
べ
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
.

こ
の
よ
う
に
詳
細
な
記
述
を
す
る
人
物
が
'

白
分
の

｢
実
録
｣
を

揖
こ
う
と
す
る
時
､
何
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故
先
の
よ
う
な
は
ぐ
ら
か
し
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
｡
も
ち
ろ
ん
､
自
伝
の
記
録
の
方
法
に
は
種
々
の
方
法
が
あ
る
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し

｢
五
柳
先
生
伝
｣
に
は
､
そ
の
名
前
や
出
身
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
経
歴
さ
え
記
し
て
い
な
い
｡
あ
る
の
は
'
そ
の
内
面
的
趣
向
に
関
す
る

こ
と
が
主
で
あ
-
､
人
物
の
情
緒
的
な
側
面
ば
か
り
で
あ
る
｡
そ
れ
も
明
る
い
面
だ
け
で
､
淵
明
の
詩
文
に
特
徴
的
な
精
神
的
な
揖
腺

･
内
両
的
な
分
裂
の

1
万
の
特
色
が
完
全
に
切
-
捨
て
ら
れ
た
も
の
に
な
っ
て
お
り
､
精
神
史
の
描

写

と
し
て
も
不
完
全
な
も
の
で
あ

る
と
い
え
よ
う
｡

｢
余
子
｣
の
中
で
も
'
そ
の
伝
記
的
記
述
は
詳
細
で
あ
る
｡
こ
の
作
晶
は
､
八
句
で

1
つ
の
ま
と
ま
-
を
な
す
も
の
が
十
句
も
続
-

四
言
の
格
調
高
い
長
篇
で
あ
る
.
そ
の
一
章
か
ら
七
章
ま
で
は
､
は
る
か
な
る
祖
先
か
ら
淵
明
ま
で
の
系
譜
に
つ
い
て
の
べ
て
お
り
､

八
章
か
ら
十
章
に
至
る
三
章
で
､
住
ま
れ
た
ば
か
り
の
子
に
命
名
し
そ
の
将
来
を
損
得
す
る
父
親
の
愛
情
を
う
た
い
込
ん
で
い
る
.

こ
の
よ
う
に
'祖
先
の
伝
記
や
自
己
の
系
譜
に
つ
い
て
詳
細
な
記
述
を
残
し
た
人
物
が
､自
己
の
伝
記
に
つ
い
て
は
､
人
を
-
っ
た
よ

う
な
書
き
出
し
で
'
し
か
も
あ
る
理
想
的
な

1
両
ば
か
-
を
､
そ
れ
も
か
く
あ
-
た
い
と
す
る
願
望
と
し
て
し
か
描
け
な
か
っ
た
の
は

何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
｡
そ
こ

に
は
､
淵
明
が

｢
五
柳
先
生
｣
に
託
し
て
自
己
の
実
録

･
自
伝
を
残
そ
う
と
し
た
と
す
る
よ
り
も
'

は
か
に
何
ら
か
の
意
図
が
あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

季
長
之
や
一
海
知
義
ら
は
､
従
来
の
実
録

･
自
伝
と
す
る
見
方
､
お
よ
び
実
録
の
中
に
も

ユ
ー
モ
ア
や
自
己
の
生
活
へ
の
願
望
が
あ

る
と
す
る
見
方
か
ら

一
歩
進
ん
だ
と
こ
ろ
で
'
こ
の
自
伝
的
な
形
式
を
も
つ
短
篇
の
創
作
意
図
と
特
色
に
迫
ろ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
｡

ま
ず
､
季
長
之
は
､
こ
の
内
容
に
つ
い
て

｢
飲
酒
｣

(其
十
八
)
と
対
比
し
つ
つ
､
淵
明
は
政
治
の
圏
外
に
出
て
は
じ
め
て
世
間
か

ら

｢
超
然
｣
た
る
態
度
を
採
る
こ
と
が
で
き
た
｡
そ
れ
は

｢
隠
士

一
般
の
態
度
で
'
沈
黙
と
い
う
こ
と
｣
で
あ
っ
た
と
述
べ
た
あ
と
､

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

｢
し
か
し
'
そ
れ
は
真
の
沈
黙
で
あ
ろ
う
か
｡
な
ぜ
'
沈
黙
し
た
の
か
｡
本
釆
の
原
因
は
､
当
時
の
残
忍
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な
政
争
に
対
す
る
消
極
的
な
抗
議
に
あ
っ
た
｡
｣
と
し
て
い
る
｡
こ
こ
で
言
う

｢消
極
的
な
抗
議
｣
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
､
｢

こ

の

頃
､
彼
は
態
度
の
表
明
を
極
輔
に
き
ら
っ
て
い
た
の
で
､
<
時
あ
り
て
敢
え
て
言
わ
ざ
る
>
態
度
を
と
っ
た
に
す
ぎ
な
い
｡
現
実
に
刺

し
て
超
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
'
冷
淡
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
し
､
冷
淡
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
'
賛
成
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
だ

-

そ
も
そ
も
頁
の
超
然
な
ど
と
い
う
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
か
.｣
と
述
べ
､
さ
ら
に
'

｢
青
柳
先
生
伝
｣
に
描
か
れ
て
い
る
状
況
が
､

｢
飲
酒
｣

(某
十
八
)
と
と
て
も
良
-
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
'
思
想
と
態
度
の
明
る
い
こ
と
が
'
｢

こ

の
白
叙

∧
注
-
V

伝
を
生
む
の
に
ふ
さ
わ
し
い
時
期
｣
だ
と
し
て
い

る

｡
季

長
之
は
､

｢
五
柳
先
生
伝
｣
の
明
る
さ
の
背
景
に
､
桓
玄
や
劉
裕
ら
の
政
治

的
抗
争
の
統
-
現
実
か
ら
退
い
て
､

｢
敢
え
て
言
わ
ざ
る
｣
態
度
を
と
っ
た
こ

と
､
内
面
的
な
と
こ
ろ
で
の

｢
超
然
｣
に
表
わ
れ
て
い

る
よ
う
な
現
実
に
対
す
る
冷
淡
な
態
度
の
反
映
が
あ
る
と
見
て
い
る
｡

l
海
知
義
も
季
長
之
の
こ
の
見
方
に
近
い
と
言
え
よ
う
｡

一
海
は

｢
有
柳
先
生
伝
｣
の
冒
頭
の
こ
と
ば
に
ふ
れ
て
､

｢
胸
中
に
<
猛

志
>
を
ひ
そ
め
な
が
ら
低
い
身
分
に
甘
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
淵
明
の
､
当
時
の
門
閥
社
会

へ
の
痛
烈
な
反
逆
､
い
わ
ば
逆
の

<
江
2
V

自
己
主
張
と
し
て
よ
み
と
れ

る

｡
｣

も
の
が
あ
る
と
'
そ
の
背
景
に
社
会
的
な
要
因
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
｡

こ
う
し
て
み
て
-
る
と
'

｢
五
柳
先
t
i伝
｣
の
中
に
'
淵
明
が
自
己
の
明
る
い
側
面
だ
け
を
描
写
し
て
孤
独
や
憂
い
な
ど
暗
い
側
面

は
と
り
あ
げ
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
が
よ
り
明
確
に
な
っ
て
-
る
｡
淵
明
は

｢
五
柳
先
生
｣
と
い
う
人
物
の
内
面
的
趣
向
を
描
く
巾
に

彼
自
身
の
理
想
と
願
望
を
託
し
た
わ
け
で
あ
り
'
そ
こ
に
は

｢敢
え
て
言
わ
ざ
る
｣
消
極
的
な
態
度
で
は
あ
る
が
､
現
尖
の
政
治
の
動

向
に
対
す
る
批
判
､
あ
る
い
は
門
閥
偏
重
の
社
会
に
対
す
る
反
逆
と
い
う
も
の
が
あ

っ
た
と
み
ら
れ
る
｡

｢
五
柳
先
蛙
伝
｣
が
､
あ
る
が
ま
～

の
現
実
を
描
い
た
も
の
で
は
な
-
'
自
伝
の
形
を
か
り
て
〓
己
の
理
想
と
相

即
を
形
象
化
し
た

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
と
思
わ
れ
る
も
う

1
つ
の
軸
由
と
し
て
､
沼
と
淵
明
と
の
関
係
が
あ
る
｡

｢
淵
明
と
い
え
ば
す
ぐ
に
酒
を

想
起
す
る
｣
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
､
淵
明
は
槽
を
要
し
､
好
ん
で
柚
を
詩
の
テ
ー
マ
と
し
て
き
た
詩
人
で
あ
る
.
淵
明
の
酒
の
飲
み
っ
ぶ
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-

は

､

そ
の
詩
が
全
体
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
平
静
で
お
だ
や
か
で
あ
る
｡
し
か
し
'
そ
の
内
面
に
は
､
ふ
つ
ふ
つ
と
た
ぎ
る
不
安
と

不
満
､
飲
め
ど
も
尽
き

白
日
輪
西
阿

素
月
出
東
嶺

造
造
万
里
輝

蕩
蕩
空
中
景

風
釆
入
房
戸

夜
中
枕
席
冷

気
変
悟
時
易

不
眠
知
夕
永

欲
言
無
予
和

揮
杯
勧
孤
影

日
月
撫
人
去

有
志
不
獲
騎

念
此
懐
悲
憤

終
暁
不
能
静

ぬ
孤
独
と
焦
燥
の
影
が
色
浪
-
つ
き
ま
と

っ
て
い
る
｡

お
か

し
す

白
日

西
の

阿

に

愉

み

素
月

東
の
嶺
に
出
づ

造
遇
と
し
て
万
里
に
輝
き

蕩
蕩
た
-
空
中
の
京

風
釆
-
て
房
戸
に
入
-

夜
中

枕
席
冷
ゆう

つ

気
変
じ
て
時
の
易
る
を
悟
り

眠
ら
ず
し
て
夕
の
永
き
を
知
る

わ
れ

こ
と

言
わ
ん
と
欲

す
る
も
予
に
和
う
る
も
の
な
-

杯
を
揮
げ
て
孤
彫
に
勧

む

す

日
月

人
を
勝
て
て
去
り

志
あ
る
も
騎
す
る
を
座
す

此
を
急

い
て
悲
憤
を
懐
き

い
た

暁
に
終
る
ま
で
静
か
な
る
能
わ
ず

53

(
｢

雑
詩
｣

英

二)

つば
さ

あ

こ
の
詩
に
は
､
か
っ
て

｢
猛
志
を
四
海
に
逸

せ

腕

を

塞
げ
て
遠

-
易

せ
ん
と
恩
へ

-
｣

(
｢
難
語
｣
其
五
)
に
見
る
よ
う
な
円
に



大
い
な
る
志
を
抱
き
な
が
ら
'

｢
志
あ
る
も
騎
す
る
を
挫
ず
｣
､
現
実
の
政
治
社
会
の
場
で
は
､
若
い
頃
か
ら
抱
き
続
け
て
き
た
夢
を

実
現
し
え
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
失
望
と
挫
折
感
が
う
た
わ
れ
て
い
る
｡
し
か
も

｢
杯
を
揮
げ
て
孤
影
に
勧
む
｣
と
い
う
句
に
見
え

る
よ
う
に
'
深
い
孤
独
の
中
で
ひ
っ
そ
り
と
飲
む
姿
が
何
と
も
い
た
ま
し
く
迫

っ
て
く
る
｡

彼
の
内
面
的
苫
悩
は
'
こ
の
社
会
的
な
も
の
に
起
因
す
る
も
の
の
ほ
か
に
'
｢飢
と
寒
さ
は
如
し
所
に
飽
-

敵
厩
に
悲
風
交
わ
る
｣

.llrI

(
｢
飲
酒
｣
其
十
六
)

｢
弱
年
に
し
て
家
の
乏
し
き
に
逢
い

老
い
至

っ
て
史
に

長

に

飢
う
｣

(
｢
有
会
而
作
｣
)
と
い
う
詩
句
に
見

ら
れ
る
よ
う
な
貧
乏
､

さ
ら
に
死
に
対
す
る
恐
れ
等
'

人生
の
さ
ま

ざま
な
面
に

わ
た
っ

て
い
る
｡

淵
明
は
､
こ
う
し
た
人
生
の
悩

う
れ

りら

み
を
は
ら
う
も
の
と
し
て
酒
を
飲
ん
で
い
る
.

｢
酒
は

能
-百
の
慮

いを
怯
い
｣

(
｢
九
日
閉
居
｣
)
'

｢彼
の
千
載
の
憂
い
を
忘
れ

ん
｣

(
｢
遊
斜
川
｣
)
と
い
う
詩
句
に
は
'
心
の

憂
い
を
消
し
去
る
も
の
と
し
て
酒
を
位
置
づ
け
て
い
る
｡

秋
菊
有
佳
色

秋
菊

任
色
あ
り

ぬ

つ

哀
露
授
其
美

麗
に
苗
氷れ
た
る
其
の
英
を
棲
み

汎
此
忘
憂
物

此
の
変
を
忘
れ

る
物
に
汎
か
べ

わ
す

遠
我
迫
世
情

我
が
=J
を
迫
る
る
の
情
を
遠
-

す

(
｢
飲
酒
｣
其
七
)

こ
こ

に
お
い
て
'
淵
明
は
酒
を

｢
忘
憂
の
物
｣
と
呼
ん
で
､
酒
が
楽
し
い
時
だ
け
の
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
を
言

っ
て
い
る
わ
け
だ

が
､

｢
五
柳
先
生
伝
｣
の
中
に
は
､
こ

の
よ
う
な
憂
い
に
つ
い
て
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
｡
洲
明
に
と
っ
て
酒
は
'
人
止
の
さ
ま
ざ
ま

な
側
面
と
密
接
に
か
ら
み
あ
っ
て
い
た
も
の
で
あ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
五
柳
先
生
は
t
lま
れ
つ
き
洲
が
好
き
だ

っ
た
と
い
う
だ

け
で
あ
る
｡

∧
江
3
V

季
長
之
が
'
そ
の
詩
の
内
容
と
よ
く
似
て
お
-
､

｢
両
者
は
姉
妹
筒
で
あ
る
.

｣

と

し
た

｢飲
酒
｣

(j
(卜
八
)
に
お
い
て
も
､
酒
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を
か
り
て
う
た
う
淵
明
の
心
情
は
､

｢

五
柳

先

生
伝
｣
に
お
け
る
は
ど
単
純
で
は
な
い
｡

子
雲
性
噂
酒

家
貧
無
由
得

時
頼
好
事
人

載
酵
砿
所
感

腸
釆
為
之
尽

定
許
無
不
塞

有
時
不
肯
言

豊
不
在
伐
国

仁
者
用
其
心

何
嘗
失
顕
然

この

子
雲
は
性

酒
を
噂
め
ど
も

家
貧

し
-
し
て
得
る
に
由
な
し

た
よ

時
に
頼
る

好
事

の
人

の

ろ
う解

を
載
せ
き
て
惑
う
所
を
砥
う

さ
か
づ
き腸釆

た
れ
ば
之
が
為
に
尽
-
す

は
か

ろ

是
れ

諮
れ
ば
基
た
さ
れ
ざ
る

こ
と
な

し

時
あ
り
て
肯
え

て
言
わ
ざ

る
は

う

あ

豊
に
国
を
伐
つ

こ
と
に
在

ら
ざ
ら
ん
や

仁
者

其
の
心
を
用
い
な
ば

何
ぞ
嘗
て
顕
黙
を
失
せ
ん

55

(
｢
飲
酒
｣
其
十
八
)

冒
頭
の
二
句
は

｢
五
柳
先
生
伝
｣
の
初
め
の
方
に
そ
の
ま
ま
出
て
-
る
句
で
あ
-
'
飲
み
万
も
同
じ
-
平
静
で
お
だ
や
か
で
あ
る
｡

し
か
し
'
最
後
の
四
句
に
は
､
た
だ
な
ら
ぬ
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
｡

｢
仁
者
は
'
発
言
す
べ
き
時
と
沈
黙
す
べ
き
時
と
を
と
-
ち
が
え

る
こ
と
な
ど
な
い
｡
｣
と
い
う
そ
の
背
後
に
は
､
現
実
は

｢
肯
え
て
言
は
ざ
る
｣
べ
き
時
代
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
秘
め
ら
れ
て
い
る

わ
け
で
'
そ
こ
に
は
消
極
的
で
は
あ
る
が
､
劉
裕
を
頂
点
と
す
る
当
時
の
政
治
社
会
の
あ
-
万
に
対
す
る
抗
議
が
読

み
と
れ
る
｡
そ
し

て
､
こ
の
詩
の
も

つ
内
容
的
な
近
似
性
と
気
分
の
共
通
性
か
ら
し
て
'
こ
の
詩
と

｢
五
柳
先
生
伝
｣
と
は
'
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
作
ら
れ

た
と
推
論
す
る
季
長
之
の
説
は
説
得
力
が
あ
る
｡



こ
う
し
て
み
て
-
る
と
'

｢
五
柳
先
生
伝
｣
の
ユ
ー
モ
ア
を
秘
め
た
人
を
-

っ
た
よ
う
な
書
出
し
と
い
い
'
自
伝
的
形
式
を
と
り
つ

つ
何

l
つ
自
己
の
経
歴
や
事
跡
に
つ
い
て
記
し
て
い
な
い
こ
と
と
い
い
､
さ
ら
に
理
想
的
な
明
る
い
側
面
ば
か
-
を
付
与
し
た
こ
と
と

と

い
い､
こ
の
自
伝
的
作
品
に
淵
明
が
盛
り
込
も
う
と
し
た
も
の
が
'
自
己
の
実
生
活
の
記
録
や
い
つ
わ
-
な
い
自
画
像
な
ど
で
は
な

か

っ

た

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
｡

①

季
長
之

松
枝
茂
夫

･
和
田
武
司
訳

『
陶
淵
明
』
筑
摩
書
房

〓
ハ
五
～
〓
ハ
六
ペ
ー
ジ
参
照
｡

⑧

7
海
知
義

『前
掲
論
文
』

1
九

1
-
1
九
二
ペ
ー
ジ
参
照
｡

⑧

季
長
之

松
枝
茂
夫

･
和
田
武
司
訳

『前
掲
書
』

1
六
九
ペ
ー
ジ
〇

六

以
上
､
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
､

｢
五
柳
先
生
伝
｣
は
､
淵
明
の
実
録
(生
活
そ
の
も
の
の
記
録
)
で
は
な
-
､

彼
の
理
想
と
す
る
生
活
､
か
-
あ
-
た
い
と
す
る
願
望
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
彼
に
は
､
伝
記
を
書
い
た
作
品

も
あ
り
'
伝
記
の
備
え
る
べ
き
条
件
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
知
悉
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
､
彼
が
自
己
の
実
録
を
残
そ
う
と
思

え

ば

'

｢
五
柳
先
生
伝
｣
と
は
違

っ
た
形
で
､
詳
細
な
記
録
を
試
み
た
は
ず
で
あ
る
｡
し
か
し
'
彼
は
そ
う
は
し
て
い
な
い
｡
そ
れ
は

｢
五
柳
先
生
伝
｣
に
お
い
て
､
彼
が
記
録
し
よ
う
と
し
た
も
の
が
､
い
つ
わ
り
な
い
現
実
の
自
画
像
で
は
な
-
て
､
理
想
と
か
希
望
す

る
人
間
像
を
描
写
す
る
こ
と
に
重
点
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡

｢
五
柳
先
生
伝
｣
が
'
明
る
く
の
び
や
か
な
面
だ
け
を
描
い
て
い
る
の

も
そ
こ
に
理
由
が
あ
ろ
う
｡

し
か
し
､
こ
の
作
品
が
'
長
-
実
録
的
自
伝
と
み
な
さ
れ
て
き
た
の
も
､
理
由
の
無
い
こ
と
で
は
な
い
｡
伝
統
的
な
淵
明
像
が
'
こ

の
短
篇
の
中
に
形
象
化
さ
れ
た
淵
明
自
身
の

｢
五
柳
先
生
｣
像
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
き
た
し
､
多
-
の
場
合
に
は

｢
五
柳
先
生
｣
の

56



イ

メ

ー
ジ
に
･Li
っ
て
'
淵
明
の
他
の
作
品
を
も
見
て
き
た
と
い
う
側
面
が
あ
る
こ
と
は
注
志
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
作
品
が
日
伝
的
形
式
を
と
り
な
が
ら
'
日
伝
の
備
え
る
べ
き
､
人
物
の
山
口
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
姓
や
名
､
そ
れ
に
経
歴
等
に
つ

い
て
川
も
語

っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
､
淵
明
が
こ
れ
を
∩
己
の
美
録
的
日
伝
と
し
て
残
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
物
語

っ

て
い
る
O
こ
の
作
∩州
が
､
多
く
の
点
で
'
今

日
我
々
が
描
-
陶
淵
明
の
人
と
な
り
と
重
な
り
(
.Liう
潮
分
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
'
淵
肌

の
現
実
を
写
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
-
続
け
る
な
ら
ば
'
裁
々
は
や
は
り

一
両
的
な
陶
･%
明
像
に
と
ら
わ
れ
続
け
る

こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
｡
如
何
な
る
作
品
と
い
え
ど
も
作
家
の
現
実
に
立
脚
L
t
そ
の
生
清
の
実
相
を
反
映
し
な
い
も
の
は
あ
-
得
な
い

L
t
作
品
に
し
て
そ
の
作
家
を
語

っ
て
い
な
い
も
の
も
な
い
｡
し
か
し
'
我
々
は
そ
の
よ
う
な
作
品
を
日
伝
と
は
呼
は
な
い
.
失
録
と

言
い
'
自
伝
と
呼
ぶ
の
に
は
､
自
ら
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
条
件
が
あ
る
で
あ
ろ
う
O

｢
先
生
は
何
許
の
人
な
る
か
を
知
ら
ず
'
亦
た
其
の
姓
字
を
評
か
に
せ
ず
O
｣
と
い
う
日
面
の
書
き
出
し
に
は
'
物
語
-
的
な
架
空

の
世
界
を
想
起
せ
し
め
る
も
の
が
あ
る
｡
そ
こ
に
は
'
淵
明
自
身
が
自
己
の
現
実
に
立
脚
し
な
が
ら
も
､
自
己
を
現
実
の
わ
-
組
み
の

中
か
ら
切
り
離
し
､
あ
ら
ゆ
る
現
美
の
束
縛
か
ら
自
由
に
な

っ
た
と
こ
ろ
で
､
恕
像
の
tJ止
非
で
口
己
の
雌
赴ー
の
生
き
方
を
物
語
ろ
う
と

す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
る
し
､

作
品
の
内
容
は
そ
れ
を
う
ら
づ
け
て
い
る

O
そ
れ
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
へ
の
強
い
関
心
の
あ
ら
わ
れ
で
あ

-
'
虚
構

へ
の
意
識
的
な
傾
斜
で
あ
ろ
う
｡
書
き
出
し
の
言
葉
に
は
そ
れ
が
強
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
｡

｢
五
柳
先
生
伝
｣
に
お
け
る
虚
構
の
組
み
立
て
方
の
特
色
は
'

一
つ
に
は
自
己
の
理
想
を
描
い
た
こ
と
｡
そ
の
背
景
に
は
季
長
之
や

一
海
知
義
ら
が
言
う
よ
う
に
'
現
実
の
政
治
に
対
す
る
消
極
的
抗
議
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
｡
二
つ
に
は
､
精
神
主
義
的
で
あ
る
こ

と
｡

一
人
の
人
間
の
伝
と
い
う
形
を
と
-
な
が
ら
'
そ
の
社
会
的
な
活
動
の
側
面
は
薄
弱
で
､
内
面
的
な
こ
と
が
ら
に
記
述
が
し
ぼ
ら

れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
理
想
を
描
い
た
こ
と
関
連
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
｡
第
三
に
､
理
怨
を
太
古
伝
説
時
代
に
求
め
て
い
る
こ
と
が
あ
げ

ら
れ
る
C
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