
鯨
鯢
の
出
自
―
―
菅
原
道
真
「
自
詠
」「
開
元
の
詔
書
を
読
む
」「
謫
居
春
雪
」
か
ら

東

茂

美

一

延
喜
元
年
（
九
〇
一
）、
筑
紫
の
地
に
あ
っ
た
菅
原
道
真
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
五
言
詩
を
創
作
し
て
い
る
。

く
わ
う
し

せ
う

開
元
黄
紙
詔

開
元
の
黄
紙
の
詔

さ
う
せ
い

延
喜
及
蒼
生

延
喜

蒼
生
に
及
ぶ

し
ん
い
う

一
為
辛
酉
歳

一
つ
は
辛
酉
の
歳
の
た
め
に
な
り

一
為
老
人
星

一
つ
は
老
人
星
の
た
め
に
な
り

た
い
び
や
く
い

げ

大
辟
以
下
罪

大
辟
以
下
の
罪
い

と
ら
か

す
す

す

蕩
滌
天
下
清

蕩
し
滌
き
て
天
下
清
め
り

え
う

い
う

省
徭
優
壮
力

徭
を
省
き
て
壮
力
を
優
す

た
い
れ
い

あ
は

賜
物
恤
頽
齢

物
を
賜
ひ
て
頽
齢
を
恤
れ
び
た
ま
ふ

ば
う
ば
う

茫
々
恩
徳
海

茫
々
た
り

恩
徳
の
海

二
一



げ
い
げ
い

よ
こ
た
は

独
有
鯨
鯢
横

独
り
鯨
鯢
の
横
れ
る
有
り

つ
ぶ
さ

具
見
于
詔
書

具
に
詔
書
に
見
ゆ

い
を

こ
こ

あ

此
魚
何
在
此

此
の
魚
し
何
ぞ
此
に
在
ら
む

な
む
ぢ

人

汝
新
名

人
は
い

ふ

汝
が
新
し
き
名
な
り
と

呑
舟
非
我
口

舟
を
呑
む
は
我
が
口
な
ら
じ

吐
浪
非
我
声

浪
を
吐
く
は
我
が
声
な
ら
じ

は
う
ち
く

ひ
と

哀
哉
放
逐
者

哀
し
き
か
な

放
逐
せ
ら
る
る
者

さ

う
し
な

蹉

喪
精
霊

蹉
た

と
し
て
精
霊
を
喪
へ
り

道
真
五
七
歳
。
こ
の
年
七
月
一
五
日
を
も
っ
て
、
昌
泰
は
改
元
さ
れ
延
喜
と
な
る
。
改
元
の
詔
書
は
、
中
央
政
府
か
ら
西
海
道
九
国

二
島
を
管
轄
す
る
大
宰
府
に
も
も
た
ら
さ
れ
、
さ
ら
に
筑
前
国
を
は
じ
め
筑
紫
の
各
国
へ
と
送
付
さ
れ
た
だ
ろ
う
。
流
人
と
な
り
、
い

ま
や
何
の
権
限
も
な
い
、
ほ
ん
の
名
ば
か
り
の
大
宰
員
外
の
帥
（
権
帥
）
と
な
っ
た
道
真
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
の
筑
紫
の
地
で
も
親
し

い
官
吏
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
詔
書
の
写
し
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
ら
し
い
。
そ
の
表
現
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
は
検
討
し
て
後
述
す
る

く
じ
ら

が
、
詔
書
の
文
面
で
も
っ
と
も
道
真
の
目
を
引
い
た
の
は
、「
鯨
鯢
」
の
二
文
字
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
鯨
鯢
」
と
は
、
世
間
の
う
わ
さ
で
は
道
真
の
新
し
い
名
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
承
知
一
二
年
（
八
四
五
）
に
是
善
の
三
男
と
し
て

あ

こ

誕
生
、
幼
名
は
阿
古
（
阿
呼
）
と
よ
ば
れ
、
長
じ
て
道
真
、
ミ
チ
ザ
ネ
と
も
ミ
チ
マ
サ
と
も
よ
ば
れ
た
そ
の
名
を
奪
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

権
力
の
座
か
ら
引
き
ず
り
お
ろ
さ
れ
た
者
に
は
、
い
ま
や
抗
弁
の
す
べ
も
な
く
、「
哀
し
き
か
な
」
と
な
げ
き
つ
つ
、
も
は
や
わ
が
身

は
生
け
る
し
か
ば
ね
の
よ
う
だ
と
詠
じ
て
い
る
。

さ
て
こ
の
「
鯨
鯢
」
だ
が
、
そ
の
典
拠
と
し
て
、
白
居
易
（
七
七
二
〜
八
四
六
）
の
諷
諭
詩
「
海
図
の
屏
風
に
題
す
」
か
ら
、

二
二



げ
い
げ
い
そ
の
べ
ん

鯨
鯢
得
其
便

鯨
鯢
其
便
を
得

の

ほ
つ

張
口
欲
呑
舟

口
を
張
つ
て
舟
を
呑
ま
ん
と
欲
す

を
引
く
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
筑
紫
に
配
流
と
な
っ
た
道
真
が
よ
う
や
く
鄙
の
暮
ら
し
に
も
な
れ
、
詩
作
の
筆
を
と
る
よ
う
に
な
る
の

み
つ
き
よ
つ
き

は
、「
家
を
離
れ
て
三
四
月
」（「
自
詠
」）
で
、
本
格
的
な
作
品
は
七
言
五
六
句
か
ら
な
る
「
楽
天
北
窓
三
友
詩
を
詠
ふ
」
が
最
初
だ
か

ら
で
あ
る
。「
古
の
三
友
は
一
生
の
楽
し
び
な
り
き
、
今
の
三
友
は
一
生
の
悲
し
び
な
り
き
」
と
、
白
楽
天
に
と
っ
て
「
三
友
」（
琴
・

詩
・
酒
）
は
生
涯
楽
し
み
の
友
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
い
ま
の
わ
た
し
に
は
「
三
友
」
こ
と
に
詩
と
い
う
友
は
、
生
涯
悲
し
み
の
友
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
と
悲
し
ん
で
い
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
道
真
の
創
作
活
動
に
、
白
氏
の
文
学
は
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
、「
鯨
鯢
」
も
楽
天
の
詩
作
に
学
ん
だ
と
み
て
、

ま
ず
あ
や
ま
り
あ
る
ま
い
。
と
は
い
え
、「
開
元
の
詔
書
を
読
む
」
を
は
じ
め
大
宰
府
時
代
の
作
品
に
も
う
す
こ
し
注
目
し
て
み
る
と
、

そ
こ
か
ら
は
、
楽
天
の
「
海
図
の
屏
風
に
題
す
」
以
外
の
作
品
も
透
け
て
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。「
自
詠
」
と
「
開
元
の
詔
書

を
読
む
」「
謫
居
春
雪
」
の
三
作
を
視
野
に
し
な
が
ら
、「
鯨
鯢
」
の
表
現
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
こ

こ
で
の
ね
ら
い
で
あ
る
。

二

ま
ず
は
、
大
宰
府
謫
居
前
後
の
道
真
に
つ
い
て
、
確
認
し
て
お
き
た
い
。
昌
泰
四
年
（
九
〇
一
）
正
月
七
日
、
菅
原
道
真
は
従
二
位

ざ
ん
げ
ん

に
叙
せ
ら
れ
た
も
の
の
、
そ
の
月
末
の
二
五
日
に
は
藤
原
時
平
の
讒
言
に
よ
っ
て
か
、
突
然
、
大
宰
員
外
の
帥
と
し
て
左
降
。
文
字
ど

へ
き
れ
き

な
ら
く

お
り
出
さ
れ
た
宣
旨
は
、
青
天
の
霹
靂
、
急
転
直
下
、
奈
落
の
底
へ
道
真
を
送
り
こ
む
と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
。
そ
の
宣
旨
に
、「
右

鯨鯢の出自――菅原道真「自詠」「開元の詔書を読む」「謫居春雪」から

二
三



か
ん
り
ん

に
は
か

ね
い
て
ん

あ
ざ
む
ま
ど
は

大
臣
菅
原
道
真
、
翰
林
よ
り
俄
に
上
り
て
、
止
足
の
分
を
知
ら
ず
、
専
権
の
心
有
り
。
侫
諂
の
情
を
以
て
、
前
上
皇
の
御
意
を
欺
き
惑

お
も

し
、
…
廃
立
を
行
ひ
父
子
の
志
を
離
間
し
、
兄
弟
の
愛
を
破
ら
む
と
欲
ふ
。
詞
は
順
に
し
て
、
心
は
逆
、
是
皆
天
下
の
知
る
所
な
り
。

を

宜
し
く
大
臣
の
位
に
居
ら
し
む
べ
か
ら
ず
。
…
」（『
政
事
要
略
』
巻
２２
）
と
い
う
。

「
翰
林
」
と
は
唐
代
に
創
設
さ
れ
、
詔
勅
の
起
草
な
ど
を
つ
か
さ
ど
る
翰
林
院
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
属
す
る
官
僚
で
あ
る
「
翰
林
学

士
」
の
略
称
。「
翰
林
学
士
」
は
本
朝
の
文
章
博
士
に
あ
た
る
。
し
た
が
っ
て
、「
翰
林
よ
り
俄
に
上
り
て
」
と
は
、
要
す
る
に
、
貞
観

一
九
年
（
八
七
七
）
一
〇
月
、
こ
の
年
の
正
月
か
ら
式
部
少
輔
だ
っ
た
道
真
が
文
章
博
士
を
も
兼
任
し
、
こ
れ
を
契
機
に
右
大
臣
に
い

た
る
ま
で
破
竹
の
栄
進
を
か
さ
ね
た
の
を
い
う
の
だ
ろ
う
。
右
の
宣
旨
に
よ
る
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
分
を
わ
き
ま
え
ず
権
力
の
す

べ
て
を
わ
が
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
の
が
道
真
だ
、
と
指
弾
す
る
の
で
あ
る
。

へ
つ
ら

と
き
よ

さ
ら
に
宣
旨
は
、
い
う
。
宇
多
上
皇
に
お
も
ね
り
諂
っ
て
あ
ざ
む
き
惑
わ
し
、
醍
醐
天
皇
を
廃
位
し
、
娘
婿
で
あ
る
斎
世
親
王
を
位

に
つ
け
よ
う
と
し
て
、
父
子
兄
弟
の
仲
を
裂
こ
う
と
し
て
い
る
、
こ
と
ば
は
お
だ
や
か
な
の
だ
が
、
心
は
そ
の
逆
、
こ
れ
は
天
下
の
ひ

ろ
く
知
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
、
大
臣
の
位
に
と
ど
め
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
。
右
大
臣
の
ポ
ス
ト
に
は
大
納
言
の
源
光
が
、
兼
務
し

て
い
た
右
近
衛
大
将
に
は
中
納
言
の
藤
原
定
国
が
任
ぜ
ら
れ
、
道
真
に
は
「
大
宰
権
帥
」
が
あ
た
え
ら
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
源
光
と
定
国

が
、
最
初
か
ら
時
平
と
共
謀
し
て
い
た
と
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
裏
づ
け
る
か
の
よ
う
に
、
詮
議
ら
し
い
詮
議
も
な
く
、
道
真
が

追
い
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
京
都
を
離
れ
た
の
は
、
宣
旨
が
出
て
か
ら
一
旬
も
数
え
な
い
二
月
一
日
で
あ
る
。

み
つ
き
よ
つ
き

離
家
三
四
月

家
を
離
れ
て
三
四
月

落
涙
百
千
行

落
つ
る
涙
は
百
千
行

ご
と

万
事
皆
如
夢

万
事
皆
夢
の
如
し

さ
う

時
時
仰
彼
蒼

時
時
彼
の
蒼
を
仰
ぐ

（「
自
詠
」）

二
四



右
は
、
道
真
が
配
所
の
筑
紫
で
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
、
も
っ
と
も
早
い
時
期
の
「
自
詠
」
と
題
さ
れ
た
一
作
。
ま
ず
は
、

こ
の
作
品
か
ら
、
て
い
ね
い
に
読
ん
で
み
た
い
。

「
自
詠
」
と
い
う
題
は
、
唐
代
詩
人
に
さ
ほ
ど
ひ
ろ
く
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
白
楽
天
の
特
徴
と
も
い
う
べ
き
詩
題
で
あ
り
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
作
品
が
こ
れ
に
あ
た
る

（
１
）

。

�

夜
鏡
隠
白
髪
、
朝
酒
発
紅
顔
、
可
憐
仮
年
少
、
自
笑
須
臾
間
…
誠
知
此
事
非
、
又
過
知
非
年
、
豈
不
欲
自
改
、
改
即
心
不
安
、

且
向
安
処
去
、
其
余
皆
老
閑
（「
自
詠
」）

�

悶
発
毎
吟
詩
引
興
、
興
来
兼
酌
酒
開
顔
…
誰
能
頭
白
労
心
力
、
人
道
無
才
也
此
�

（「
自
詠
」）

�

形
容
痩
薄
詩
情
苦
、
豈
是
人
間
有
相
人
…
唯
是
無
児
頭
早
白
、
被
天
磨
折
恰
平
均

（「
自
詠
」）

�

随
宜
飲
食
聊
充
腹
、
取
次
衣
裘
亦
煖
身
…
随
分
自
安
心
自
断
、
是
非
何
用
問
�
人

（「
自
詠
」）

�

白
衣
居
士
紫
芝
仙
、
半
酔
行
歌
半
座
禅
…
但
問
此
身
銷
得
否
、
分
司
気
味
不
論
年

（「
自
詠
」）

�

細
故
随
縁
尽
、
衰
形
具
体
微
、
…
自
余
君
莫
問
、
何
是
復
何
非

（「
自
詠
」）

	

髪
白
面
微
紅
、
醺
醺
半
酔
中
…
仍
聞
好
事
者
、
将
我
画
屏
風

（「
自
詠
」）




白
鬚
如
雪
五
朝
臣
、
又
値
新
正
第
七
旬
、
老
過
占
他
藍
尾
酒
、
病
余
収
得
到
身
…
大
暦
年
中
騎
竹
馬
、
幾
人
得
見
会
昌
春

（「
喜
入
新
年
自
詠
」）

�

寿
及
七
十
五
、
俸
霑
五
十
千
、
夫
婦
偕
老
日
、
甥
姪
聚
居
年
…

（「
自
詠
老
身
示
諸
家
属
」）

道
真
の
「
自
詠
」
は
、
こ
う
し
た
楽
天
作
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
意
識
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
楽
天
の
「
自
詠
」
を
ふ
ま
え
て

み
る
と
、
道
真
「
自
詠
」
の
文
字
面
で
は
語
り
尽
く
せ
な
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
読
み
と
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
も
楽
天
の

「
自
詠
」
詩
群
を
、
た
ど
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

鯨鯢の出自――菅原道真「自詠」「開元の詔書を読む」「謫居春雪」から

二
五



か
い
し
よ
う

上
掲
の
八
作
品
の
う
ち
、
�
の
会
昌
二
年
の
新
年
を
迎
え
た
七
一
歳
の
楽
天
が
う
た
う
「
新
年
に
入
る
を
喜
び
て
自
ら
詠
ず
」
と

七
五
の
老
境
を
う
た
っ
て
家
族
に
示
し
た
�
「
自
ら
老
身
を
詠
じ
、
諸
の
家
属
に
示
す
」
の
二
例
以
外
、
い
ず
れ
も
「
自
詠
」
と
い
う

題
で
自
身
の
境
遇
を
詠
じ
、
独
詠
の
色
合
い
が
際
や
か
で
あ
る
。
三
友
に
ひ
と
つ
で
あ
る
酒
や
酔
い
を
う
た
う
の
は
、
�
「
朝
酒
発
紅

顔
」「
一

」「
一
酌
」、
�
「
酌
酒
開
顔
」、
�
「
半
酔
」「
飲
酒
」、
�
「
半
酔
」、
�
「
藍
尾
酒

（
２
）

」
と
五
例
で
あ
り
半
ば
を
こ
え
る
。

さ
ら
に
老
い
を
う
た
う
の
は
、
�
「
白
髪
」、
�
「
頭
白
」、
�
「
頭
早
白
」、
	
「
老
亀
」、


「
老
」
と
、
こ
れ
ま
た
楽
天
ら
し
く
、

頻
出
す
る
表
現
で
あ
る
。
�
で
は
「
酔
先
生
」、
	
で
は
「
老
亀
」、
�
で
は
「
維
摩
」「
綺
季
」、
�
で
は
「
痩
居
士
」「
狂
老
翁
」
と
、

自
身
の
抱
懐
を
い
に
し
え
の
人
物
に
託
し
な
が
ら
具
象
化
し
て
い
る
。「
酔
先
生
」
は
竹
林
七
賢
の
ひ
と
り
劉
伶
が
、
そ
の
作
「
酒
徳

頌
」
で
登
場
さ
せ
た
「
大
人
先
生
」
な
る
人
物
だ
ろ
う
。

い
つ
て
う

し
ゆ
ゆ

て
い
く

大
人
先
生
と
い
ふ
者
あ
り
。
天
地
を
以
て
一
朝
と
為
し
、
万
期
を
須
臾
と
為
し
、
日
月
を

け
い
い
う

と
為
し
、
八
荒
を
庭
衢
と
為
す
。

て
つ
せ
き

ゆ

ほ
し
い
ま
ま

し

と

こ

行
く
に
轍
迹
無
く
、
居
る
に
室
廬
無
し
。
天
を
幕
と
し
地
を
席
と
し
、
意
の
如
く
所
を
縦
に
し
、
止
れ
ば
則
ち
巵
を
操
り
觚
を

さ

つ
と

執
り
、
動
け
ば
則
ち
か
ふ

を
挈
げ
、
唯
、
酒
の
み
を
是
れ
務
む
。
焉
ん
ぞ
其
の
余
を
知
ら
ん
や
。（『
文
選
』
巻
４７
）

「

」
は
か
ん
ぬ
き
と
窓
、「
巵
」
と
「
觚
」
は
さ
か
ず
き
、「

」
は
酒
樽
の
意
。
大
人
先
生
は
、
天
地
開
闢
以
来
の
時
間
を
一

日
と
し
、
た
と
え
一
万
年
で
さ
え
も
瞬
時
の
ほ
ど
で
あ
り
、
日
月
を
門
と
し
、
か
つ
全
世
界
を
自
邸
の
庭
と
す
る
人
物
。
行
く
時
に
は

歩
く
跡
も
と
ど
め
な
い
よ
う
に
歩
き
、
住
ん
で
い
て
も
住
み
か
さ
え
人
が
知
ら
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
天
空
を
屋
根
と
し
大
地
を
敷
物
に
、

思
う
ま
ま
に
ふ
る
ま
い
、
万
事
と
ら
わ
れ
る
も
の
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
酒
だ
け
に
精
を
出
し
て
い
る
。
こ
れ
が
、
大
人
先
生
の
正
体
だ
。

楽
天
は
こ
う
し
た
「
酒
徳
頌
」
を
享
け
て
、「
昔
酔
先
生
あ
り
、
地
を
席
に
し
て
天
を
幕
に
す
」
と
詠
じ
て
い
る
。
大
人
に
仮
託
さ

れ
た
劉
伶
は
、
そ
の
妻
が
酒
を
す
て
酒
器
を
こ
わ
し
て
度
を
こ
し
た
飲
酒
を
い
さ
め
た
の
に
対
し
、
ま
る
で
耳
を
か
さ
ず
「
天
、
劉
伶

こ
く

て
い

き

を
生
み
、
酒
を
以
て
名
を
為
さ
し
む
。
一
飲
一
斛
、
五
斗
に
し
て
酲
を
解
く
。
婦
人
の
言
は
慎
し
ん
で
聴
く
可
か
ら
ず
」
と
豪
語
す
る
。

二
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と
ど
の
つ
ま
り
は
酒
を
飲
み
肉
を
く
ら
い
、
す
っ
か
り
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
（『
世
説
新
語
』
任
誕
）。

や

く

や

め
ぐ

こ
れ
に
対
し
て
、
楽
天
は
「
眠
り
罷
み
て
又
一
酌
、
酌
み
罷
み
て
又
一
篇
」
だ
け
れ
ど
、「
面
を
回
ら
し
て
妻
子
を
顧
み
れ
ば
、
生

ま
さ

計
方
に
落
然
た
り
、
誠
に
此
事
の
非
な
る
を
知
り
、
又
非
を
知
る
年
を
過
ぐ
、
豈
自
ら
改
め
ん
と
欲
せ
ざ
ら
ん
や
」
と
う
た
う
。
一
酌

ま
た
一
酌
と
酒
を
飲
み
、
創
作
を
重
ね
る
も
の
の
、
ぐ
る
り
と
妻
子
ら
の
顔
を
見
回
わ
す
と
、
生
計
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
の
が
哀
れ
だ

し
、
そ
の
原
因
が
だ
ら
し
な
い
わ
が
暮
ら
し
ぶ
り
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
、
ま
し
て
や
す
で
に
分
別
あ
る
べ
き
五
〇
才

（
３
）

を
過
ぎ
て
い
る

し
で
、
改
め
る
べ
き
は
改
め
る
べ
き
だ
、
と
妻
子
の
こ
と
を
顧
み
て
い
る
。
妻
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
劉
伶
よ
り
も
楽
天
の
ほ
う
が
す

こ
し
は
マ
シ
か
。

し
ば
ら

た
だ
し
つ
づ
け
て
、
こ
の
酒
三
昧
の
暮
ら
し
を
や
め
て
し
ま
え
ば
、「
即
ち
心
安
か
ら
ず
、
且
く
安
処
に
向
ひ
て
去
ら
む
、
其
余
は

か
ん

皆
老
い
て
閑
な
り
」
と
、
こ
こ
ろ
に
不
安
が
満
ち
て
く
る
だ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
ろ
の
安
寧
を
最
優
先
し
て
、
こ
の
際
、
あ
と
の
問
題
の

一
切
は
、
放
り
出
し
て
し
ま
お
う
、
と
い
う
の
だ
。
こ
う
な
る
と
、
も
は
や
劉
伶
と
の
ち
が
い
は
、
五
十
歩
百
歩
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て

楽
天
は
、
い
に
し
え
の
竹
林
七
賢
人
の
ひ
と
り
で
あ
る
劉
伶
と
対
話
す
る
の
で
あ
る
。

あ
に

あ

う
ら
や

�
の
「
老
亀
」
は
「
老
亀
豈
犠
牲
の
飽
く
を
羨
ま
ん
や
」
と
う
た
わ
れ
、『
荘
子
』
の
「
秋
水
篇
」
と
「
列
禦
寇
篇
」
の
つ
ぎ
の
く

だ
り
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
、
両
篇
（
部
分
）
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

ぼ
く
す
ゐ

け
い
だ
い

わ
づ
ら

・
荘
子
濮
水
に
釣
る
。
楚
王
、
大
夫
二
人
を
し
て
往
き
先
ん
ぜ
し
む
。
曰
く
、
願
は
く
は
竟
内
を
以
て
累
は
さ
ん
、
と
。
荘
士
竿
を

き
ん
し

持
し
て
顧
み
ず
。
曰
く
、
我
聞
く
、
楚
に
神
亀
有
り
、
死
し
て
已
に
三
千
歳
な
り
。
王
、
巾
笥
し
て
之
を
廟
堂
の
上
に
蔵
す
と
。

む
し

と
ち
ゆ
う

ひ

此
の
亀
な
る
者
は
、
寧
ろ
其
れ
死
し
て
骨
を
留
め
て
貴
ば
れ
ん
か
、
寧
ろ
其
れ
生
き
て
尾
を
塗
中
に
曳
か
ん
か
、
と
。
二
人
大

夫
曰
く
、
寧
ろ
生
き
て
尾
を
塗
中
に
曳
か
ん
、
と
。
荘
子
曰
く
、
往
け
。
吾
将
に
尾
を
塗
中
に
曳
か
ん
と
す
、
と
。
（
秋
水
篇
）

へ
い

ぎ
ぎ
う

ぶ
ん
し
う

・
或
る
ひ
と
、
荘
子
を
聘
す
。
荘
子
、
其
の
使
に
応
へ
て
曰
く
、
子
、
夫
の
犠
牛
を
見
し
や
。
衣
す
る
に
文
繍
を
以
て
し
、
食
は
す
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す
う
し
ゆ
く

ひ

こ
と
く

い
へ
ど

う

に
芻
菽
を
以
て
す
。
其
の
牽
か
れ
て
太
廟
に
入
る
に
及
び
て
、
孤
犢
た
ら
ん
と
欲
す
と
雖
も
、
其
れ
得
可
け
ん
や
、
と
。

（
列
禦
寇
篇
）

荘
子
が
濮
水
で
釣
り
を
し
て
い
る
。
そ
こ
へ
楚
王
の
威
が
つ
か
わ
し
た
ふ
た
り
の
大
夫
が
や
っ
て
き
て
、
王
の
意
向
を
伝
え
、
国
政

を
ゆ
だ
ね
た
い
と
い
う
。
荘
子
は
棹
を
に
ぎ
っ
た
ま
ま
振
り
向
き
も
せ
ず
、
楚
の
国
に
あ
る
と
い
う
「
神
亀
」
を
話
題
に
す
る
。
廟
堂

ふ
く
さ

に
あ
っ
て
亀
卜
に
用
い
ら
れ
て
い
る
神
亀
は
、
死
ん
で
三
〇
〇
〇
年
に
な
る
が
、
さ
て
亀
の
身
に
な
っ
て
み
る
と
、
袱
紗
に
つ
つ
ま
れ

箱
の
中
で
干
か
ら
び
た
甲
羅
を
残
す
ほ
う
が
い
い
か
、
そ
れ
と
も
生
き
て
泥
の
中
で
尾
を
ひ
き
ず
っ
て
い
た
ほ
う
が
い
い
か
。
そ
の
泥

亀
と
同
様
に
、
用
を
為
さ
な
い
ま
ま
何
の
束
縛
も
う
け
ず
、
天
寿
を
ま
っ
と
う
し
た
い
。
こ
れ
が
荘
子
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
列
禦
寇
篇
」
で
は
、「
秋
水
篇
」
の
「
神
亀
」
が
「
犠
牛
」
に
お
き
か
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
縫
い
と
り
を
し
た
美
し
い
錦

を
着
せ
ら
れ
、
ふ
ん
だ
ん
に
牧
草
や
豆
を
与
え
ら
れ
、
や
が
て
は
宗
廟
祭
の
た
め
の
い
け
に
え
に
な
る
く
ら
い
な
ら
、
た
だ
の
子
牛
の

ほ
う
が
よ
ほ
ど
ま
し
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

高
位
高
官
に
任
じ
ら
れ
て
華
や
か
な
生
活
を
お
く
る
の
も
、
た
と
え
ば
甲
羅
に
な
っ
て
大
切
に
さ
れ
る
「
神
亀
」
や
い
け
に
え
に
な

る
ゆ
え
に
優
遇
さ
れ
る
「
犠
牛
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
世
俗
的
な
名
利
は
わ
が
身
わ
が
心
を
安
ら
か
に
保
つ
に
足
り
な
い
も
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
た
ず
ら
に
人
為
の
栄
誉
を
も
と
め
る
こ
と
で
な
し
に
、
い
わ
ば
自
然
の
大
道
に
安
住
し
て
生
き
る
べ
き
。

こ
れ
が
荘
子
の
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

白
楽
天
が
「
老
亀
豈
犠
牲
の
飽
く
を
羨
ま
ん
や
」
と
詠
じ
る
の
は
、
た
ん
に
『
荘
子
』「
秋
水
篇
」「
列
禦
寇
篇
」
か
ら
語
句
を
借
り

た
だ
け
で
は
な
く
、
荘
子
が
述
べ
る
生
き
方
そ
の
も
の
へ
の
共
感
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
�
「
自
詠
」
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
結
ば
れ
て

い
る
。

し
た
が

分
に
随
つ
て
自
ら
安
ん
じ
て
心
に
自
ら
断
ず
、
是
非
何
を
用
て
か
人
に
問
は
ん
。
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分
相
応
に
自
ら
安
ん
じ
て
生
き
る
こ
と
こ
そ
、
何
よ
り
も
人
生
に
は
肝
要
で
あ
る
の
を
、
い
ま
さ
ら
他
人
に
問
う
ま
で
も
な
く
、
じ
ゅ

う
ぶ
ん
わ
か
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

荘
子
と
い
え
ば
、
�
の
「
狂
老
翁
」
も
荘
子
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。『
荘
子
』「
至
楽
篇
」
の
つ
ぎ
の
く
だ
り
を
、
ふ
ま
え
て
い
る
。

引
用
が
や
や
長
く
な
る
が
、
一
読
し
た
い
。

け
い
し

と
む
ら

す
な
は

ま
さ

き
き
よ

こ

と
も

荘
子
の
妻
死
す
。
恵
子
之
を
弔
ふ
。
荘
子
則
ち
方
に
箕
踞
し
、
盆
を
鼓
し
て
歌
ふ
。
恵
子
曰
く
、
人
と
与
に
居
て
、
子
を
長
じ

身
を
老
せ
り
。
死
し
て
哭
せ
ざ
る
は
、
亦
足
れ
り
。
又
盆
を
鼓
し
て
歌
ふ
は
、
亦
甚
だ
し
か
ら
ず
や
、
と
。
荘
子
曰
く
、
然
ら
ず
。

は
じ
め

よ

が
い
ぜ
ん

も
と
せ
い

た
だ

是
れ
其
の
始
死
す
る
や
、
我
独
り
何
ぞ
能
く
慨
然
た
る
こ
と
無
か
ら
ん
や
。
其
の
始
を
察
す
る
に
、
本
生
無
し
。
徒
に
生
無
き

か
た
ち

き

ば
う

ま
じ

の
み
に
非
ず
し
て
、
本
形
無
し
。
徒
に
形
無
き
の
み
に
非
ず
し
て
、
本
気
無
し
。
芒
こ
つ

の
間
に
雑
は
り
、
変
じ
て
気
有
り
。
気

ゆ

あ
ひ
と
も

し
い
じ

か
う

え
ん

変
じ
て
形
有
り
、
形
変
じ
て
生
有
り
。
今
又
変
じ
て
死
に
之
く
。
是
れ
相
与
に
春
秋
冬
夏
四
時
の
行
を
為
せ
る
な
り
。
人
且
つ
偃

ぜ
ん

ぜ
ん

お

も

め
い

然
と
し
て
巨
室
に
寝
ぬ
。
而
し
て
我
け
う
け
う

然
と
し
て
、
随
ひ
て
之
を
哭
せ
ば
、
自
ら
以
為
へ
ら
く
、
命
に
通
ぜ
ず
と
。
故
に
止
む

る
な
り
、
と
。

荘
子
の
妻
が
亡
く
な
っ
た
の
で
、
恵
子
が
弔
問
に
出
か
け
た
。
す
る
と
荘
子
は
、
哀
哭
す
る
ど
こ
ろ
か
、
足
を
投
げ
出
し
て
す
わ
り
、

ほ
と
ぎ
缶
を
叩
き
な
が
ら
う
た
っ
て
い
る
。
恵
子
は
夫
た
る
も
の
の
す
る
行
為
で
は
な
い
と
強
く
非
難
す
る
の
だ
が
、
荘
子
は
以
下
の
よ
う
に

答
え
る
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
と
り
と
め
の
な
い
も
の
の
中
に
混
じ
っ
て
い
た
も
の
が
、
や
が
て
陰
陽
の
気
を
生
じ
、
そ
の
気
が
変
化

そ
な

し
て
肉
体
と
な
り
、
そ
の
肉
体
が
変
化
し
て
生
命
を
具
え
た
も
の
と
な
っ
た
、
そ
し
て
今
は
そ
れ
が
変
化
し
て
死
ん
で
い
く
。
春
夏
秋

冬
が
互
い
に
四
季
を
く
り
か
え
す
の
と
同
じ
自
然
の
運
行
で
あ
っ
て
、
今
、
妻
は
天
地
と
い
う
大
き
な
寝
屋
で
安
ら
か
に
眠
っ
て
い
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
わ
た
し
が
大
声
で
嘆
き
悲
し
ん
だ
な
ら
、
自
然
の
摂
理
を
ま
る
で
理
解
し
て
な
い
よ
う
で
は
な
い
か
。
白
楽

ぜ
ん

天
は
、
荘
子
の
い
う
生
と
死
を
一
つ
と
し
て
そ
れ
を
超
え
「

い
う

然
（
４
）」

と
生
き
る
生
き
方
を
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
意
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

鯨鯢の出自――菅原道真「自詠」「開元の詔書を読む」「謫居春雪」から

二
九



�
の
「
維
摩
」
と
「
綺
季
」、
さ
ら
に
�
の
「
痩
居
士
」
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
お
こ
う
。「
維
摩
」
は
ひ
ろ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
イ

ン
ド
中
部
の
毘
耶
離
大
城
（
パ
ー
サ
ー
リ
）
で
、
眷
族
や
妻
子
と
と
も
に
暮
ら
す
大
商
人
の
維
摩
詰
（
ヴ
ィ
ラ
マ
キ
ー
ル
テ
ィ

（
５
）

）
で
あ

る
。「
維
摩
」
は
音
写
し
た
も
の
だ
が
、
べ
つ
に
「
無
垢
称
」
と
か
「
浄
名
」
と
称
さ
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
意
味
を
反
映
し
た
も
の
。

後
漢
時
代
の『
古
維
摩
詰
経
』（
後
漢
・
厳
仏
調
訳
出
）を
は
じ
め
、『
維
摩
詰
経
』（
仏
法
普
入
道
門
三
昧
経
、
呉
・
支
謙
訳
出
）、『
維

摩
詰
所
説
法
門
経
』（
維
摩
詰
説
不
思
議
法
門
経
、
晋
・
笠
法
護
訳
出
）、『
異
維
摩
詰
経
』（
異
毘
摩
羅
詰
経
、
晋
・
天
竺
叔
蘭
訳
出
）、

『
維
摩
詰
所
説
経
』（
不
可
思
議
解
脱
経
、
姚
秦
・
鳩
摩
羅
什
訳
出
）
と
、
相
次
い
で
漢
訳
が
な
さ
れ
、
こ
と
に
鳩
摩
羅
什
（
三
四
四

〜
四
一
三
）
が
訳
出
し
た
『
維
摩
詰
所
説
経
』（
ヴ
ィ
マ
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
・
ニ
ル
デ
ー
シ
ャ
ス
ー
ト
ラ
）
は
全
土
に
わ
た
っ
て
ひ
ろ
く

用
い
ら
れ
た
。

『
維
摩
詰
所
説
経
』
は
、
病
に
な
っ
た
維
摩
居
士
を
見
舞
に
お
と
ず
れ
た
人
び
と
を
前
に
、
人
の
身
の
虚
し
い
こ
と
を
さ
ま
ざ
ま
に

た
と
え
た
「
維
摩
十
喩

（
６
）

」
と
、
釈
迦
の
使
い
と
し
て
お
と
ず
れ
た
文
殊
（
モ
ン
テ
ィ
シ
ュ
リ
ー
）
菩
薩
と
の
「
不
二
法
門
」
に
つ
い
て

の
問
答

（
７
）

を
中
心
に
し
て
、
弁
舌
さ
わ
や
か
な
維
摩
の
活
躍
を
語
っ
て
や
ま
な
い
。
楽
天
が
�
で
「
痩
居
士
」
と
表
現
す
る
の
は
、
こ
の

維
摩
が
方
便
と
し
て
病
に
臥
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。

「
方
便
品
」
か
ら
、
維
摩
居
士
の
人
と
な
り
を
述
べ
る
く
だ
り
の
一
部
を
摘
記
し
て
み
よ
う
。

ぶ
か
い

き
こ
ん

資
財
無
量
に
し
て
諸
の
貧
民
を
摂
し
、
奉
戒
清
浄
に
し
て
諸
の
毀
禁
を
摂
し
、
…
…
白
衣
為
り
と
雖
も
、
沙
門
清
浄
の
律
行
を
奉

こ

け

持
し
、
居
家
に
処
す
と
雖
も
三
界
に
著
せ
ず
、
妻
子
有
る
こ
と
を
示
せ
ど
も
常
に
梵
行
を
修
し
、
眷
族
有
る
こ
と
を
現
ず
れ
ど
も
、

ね
が

や
ぶ

ね
が

常
に
遠
離
を
楽
ひ
、
…
諸
の
異
道
を
受
く
れ
ど
も
正
信
を
毀
ら
ず
、
世
典
を
明
ら
か
に
す
と
雖
も
常
に
仏
教
を
楽
ひ
、
一
切
に
敬

せ
ら
れ
て
供
養
中
の
最
と
為
る
。

維
摩
居
士
は
、
大
地
主
で
お
お
ぜ
い
の
使
用
人
を
も
つ
財
産
家
で
あ
り
、
そ
の
財
産
を
ほ
ど
こ
し
て
貧
し
い
も
の
た
ち
を
助
け
、
在
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家
で
あ
り
な
が
ら
出
家
し
た
も
の
と
同
じ
よ
う
に
、
仏
の
教
え
を
実
践
し
て
情
欲
や
感
覚
に
ま
ど
わ
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
妻
子
や
眷

族
が
あ
り
な
が
ら
世
俗
に
な
ず
む
こ
と
は
な
く
、
異
な
る
教
え
を
受
け
た
に
し
て
も
仏
の
教
え
を
ま
げ
る
こ
と
は
な
く
、
煩
悩
や
束
縛

ほ
め
た
た

か
ら
解
放
さ
れ
た
解
脱
の
境
地
に
達
し
て
い
る
。「
仏
の
威
儀
に
住
し
て
、
心
大
い
な
る
こ
と
海
の
如
し
。
諸
仏
咨
嗟
へ
・
弟
子
・
釈
・

梵
・
世
主
の
敬
ふ
」（
仏
の
教
え
の
と
お
り
に
実
践
し
、
そ
の
心
は
海
の
よ
う
に
あ
る
。
も
ろ
も
ろ
の
仏
は
維
摩
を
ほ
め
、
弟
子
・
釈
・

梵
・
世
主
ら
が
み
な
尊
敬
し
て
や
ま
な
い
）
人
物
だ
と
い
う
の
で
あ
る

（
８
）

。
維
摩
は
そ
の
名
の
よ
う
に
、
闊
達
無
碍
な
る
境
地
に
あ
る
が

ゆ
え
に
、

つ
み

講
論
の
処
に
入
り
て
は
導
く
に
大
乗
を
以
て
し
、
諸
の
学
堂
に
入
り
て
は
童
蒙
を
誘
開
し
、
諸
の
淫
舎
に
入
り
て
は
欲
の
過
を
示

し
、
諸
の
酒
肆
に
入
り
て
は
能
く
其
の
志
を
立
つ

と
。
こ
の
よ
う
な
維
摩
詰
に
、
楽
天
は
み
ず
か
ら
を
譬
え
て
み
せ
る
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
楽
天
は
な
か
な
か
維
摩
詰
の
よ
う
に
煩
悩
を
脱
し
て
悟
り
の
境
地
を
会
得
で
き
な
い
。
�
「
自
戒
」
の
「
今
日
の
維
摩
、

び

や

り

兼
ね
て
飲
酒
す
」
は
、
毘
耶
離
大
城
で
生
き
た
維
摩
詰
は
酒
な
ど
呑
ま
な
か
っ
た
だ
ろ
う
が
、
今
日
の
維
摩
詰
で
あ
り
た
い
と
願
う
こ

の
わ
た
し
は
、
酒
を
こ
よ
な
く
愛
し
、
信
徒
と
し
て
生
き
る
た
め
に
犯
し
て
は
な
ら
な
い
も
っ
と
も
基
本
的
な
ル
ー
ル
で
あ
る「
五
戒

（
９
）

」

さ
え
守
れ
ず
に
、
暮
ら
し
て
い
る
と
う
た
っ
て
い
る
。「
五
戒
」
は
、
出
家
者
は
も
ち
ろ
ん
在
家
で
あ
っ
て
も
信
徒
の
守
る
べ
き
い
ま

ふ
お
ん
じ
ゆ

し
め
で
、「
不
飲
酒
」
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
維
摩
居
士
の
よ
う
に
酒
家
に
あ
っ
て
「
能
く
其
の
志
を
立
」
て
る
こ
と
が
で
き
な
い

の
が
、
楽
天
な
の
で
あ
っ
た
。

し
こ
う

き

り

き

さ
ら
に
楽
天
は
「
綺
季
」
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
。「
綺
季
」
と
は
商
山
四
皓
の
ひ
と
り
綺
里
季
を
い
う
。
前
漢
高
祖
の
時
代

ろ
く
り

に
秦
末
の
乱
世
を
さ
け
、
東
園
公
、
夏
黄
公
、
角
里
先
生
そ
し
て
綺
里
季
は
商
山
に
隠
遁
し
て
い
た
。「
皓
」
は
四
名
と
も
に
眉
も
あ

ご
鬚
も
白
か
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
。
か
つ
て
高
祖
が
招
聘
し
た
が
、
け
っ
し
て
応
じ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
と
い
う
隠
者
た
ち
で
あ
る
。

鯨鯢の出自――菅原道真「自詠」「開元の詔書を読む」「謫居春雪」から
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え
い

高
祖
は
呂
后
と
の
間
に
も
う
け
た
劉
盈
を
し
り
ぞ
け
、
晩
年
の
寵
妃
戚
夫
人
の
子
趙
王
如
意
を
太
子
に
立
て
よ
う
と
す
る
。
困
り
果

て
た
呂
后
は
、
建
成
侯
呂
沢
に
相
談
し
て
、
留
侯
張
良
に
ど
の
よ
う
に
対
処
す
べ
き
か
を
問
う
た
。
こ
の
留
侯
の
ア
ド
バ
イ
ス
の
な
か

で
商
山
の
四
皓
が
登
場
し
て
い
る
（『
史
記
』
巻
２５
「
留
侯
世
家
」）。

こ
う
ぜ
つ

お
も

し
や
う

此
れ
口
舌
を
以
て
争
ひ
難
き
な
り
。
顧
ふ
に
上
致
す
こ
と
能
は
ざ
る
者
有
り
、
天
下
に
四
人
有
り
。
四
人
の
者
は
年
老
い
た
り
。

お

も

ま
ん
ぶ

か
く

な

皆
以
為
へ
ら
く
、
上
は
人
を
慢
侮
す
と
。
故
に
逃
れ
て
山
中
に
匿
れ
、
義
と
し
て
漢
の
臣
と
為
ら
ず
。
然
れ
ど
も
上
は
此
の
四
人

も

き
ん
ぎ
よ
く
へ
き
は
く

を
し

つ
く

よ

を
高
し
と
す
。
今
、
公
、
誠
し
能
く
金
玉
璧
帛
を
愛
む
無
く
、
太
子
を
し
て
書
を
為
ら
し
め
、
卑
辞
安
車
、
因
つ
て
弁
士
を
し

よ
ろ

か
く

て
固
く
請
は
し
め
ば
、
宜
し
く
来
る
べ
し
。
来
ら
ば
以
て
客
と
為
し
、
時
時
従
へ
て
入
朝
し
、
上
を
し
て
之
を
見
し
め
ば
、
則
ち

必
ず
異
と
し
て
之
を
問
は
ん
。
之
を
問
ひ
、
上
、
此
の
四
人
の
賢
な
る
を
知
ら
ば
、
則
ち
一
助
な
り
。

張
良
が
い
う
の
は
、
こ
う
で
あ
る
。
誰
が
王
位
を
継
承
す
る
か
は
皇
帝
の
家
庭
の
事
情
に
よ
る
の
だ
か
ら
、
百
臣
を
も
っ
て
し
て
も
、

何
の
役
に
も
た
た
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
高
祖
が
天
下
の
賢
人
を
招
こ
う
と
し
た
と
き
、
山
中
に
か
く
れ
て
出
て
来
な
か
っ

た
四
人
の
賢
人
が
お
り
、
つ
い
に
漢
の
臣
に
な
ら
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
主
上
は
彼
ら
を
高
潔
の
主
と
し
て
尊
敬
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、

礼
を
つ
く
し
て
こ
の
四
人
を
招
聘
し
迎
え
入
れ
よ
。
そ
れ
を
主
上
が
知
れ
ば
、
き
っ
と
皇
太
子
の
一
助
と
な
る
だ
ろ
う
、
と
。
そ
こ
で

呂
后
は
、
呂
沢
に
命
じ
て
人
を
つ
か
わ
し
太
子
の
書
面
を
と
ど
け
、
こ
の
四
人
を
迎
え
て
呂
沢
の
賓
客
と
し
た
の
で
あ
る
。

あ
る
日
、
高
祖
は
老
人
た
ち
に
会
う
の
だ
が
、
そ
れ
が
か
つ
て
ど
れ
ほ
ど
召
し
て
も
山
中
か
ら
出
て
こ
な
か
っ
た
四
皓
と
知
っ
て
大

い
に
驚
き
、
な
ぜ
逃
げ
か
く
れ
し
て
い
た
四
皓
が
い
ま
太
子
に
つ
き
し
た
が
っ
て
い
る
の
か
を
問
う
。

の
の
し

は
づ
か
し
め

に

か
く

ひ
そ
か

陛
下
は
士
を
軽
ん
じ
善
く
罵
る
。
臣
等
、
義
と
し
て
辱
を
受
け
ず
。
故
に
恐
れ
て
亡
げ
匿
れ
た
り
。
竊
に
聞
く
、
太
子
は
人
と

ほ
つ

な

為
り
、
仁
孝
恭
敬
に
し
て
士
を
愛
し
、
天
下
、
頸
を
延
ば
し
て
太
子
の
為
に
死
す
る
を
欲
せ
ざ
る
者
莫
し
と
。
故
に
臣
等
来
れ
る

つ
ひ

の
み
」
と
。
上
曰
く
、「
公
を
煩
は
さ
ん
。
幸
に
卒
に
太
子
を
調
護
せ
よ
」
と
。
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陛
下
は
士
を
軽
ん
じ
て
よ
く
罵
倒
さ
れ
ま
し
た
。
わ
た
く
し
ど
も
は
義
理
に
も
そ
の
恥
辱
を
う
け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、
恐
れ
て
隠
れ

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
太
子
の
人
が
ら
は
仁
・
孝
・
恭
・
敬
で
あ
り
、
人
び
と
は
太
子
の
た
め
な
ら
死
も
い
と
わ
な
い
と
い
う
評
判
、

そ
れ
を
知
っ
て
出
て
来
た
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
知
っ
て
、
高
祖
は
四
皓
が
補
佐
す
る
の
な
ら
、
太
子
盈
を
廃
し
て
如
意
に

か

か
え
る
必
要
は
な
い
と
判
断
し
た
の
だ
っ
た
。
戚
夫
人
に
告
げ
た
こ
と
ば
は
、
こ
う
で
あ
る
。「
我
之
を
易
へ
ん
と
欲
す
れ
ど
も
、
彼

た
す

す
で

な
ん
ぢ

の
四
人
之
を
輔
け
、
羽
翼
已
に
成
り
、
動
か
し
難
し
。
呂
后
は
真
に
而
の
主
な
り
」。

以
上
が
、『
史
記
』
の
語
る
商
山
四
皓
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
楽
天
は
こ
う
し
た
四
皓
譚
か
ら
、
意
に
染
ま
な
い
招
聘
に
応
じ
る

こ
と
な
く
、
商
山
で
高
潔
な
暮
ら
し
を
つ
づ
け
た
綺
里
季
に
く
ら
べ
な
が
ら
、
安
易
に
俸
禄
を
食
ん
で
い
る
わ
が
身
を
顧
み
る
の
で
あ

る
。こ

う
し
て
み
る
と
、
楽
天
の
作
品
に
見
ら
れ
る
引
用
は
、
た
ん
に
語
句
を
借
り
た
の
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
さ
ま
ざ
ま

な
人
物
の
生
き
方
な
り
主
張
な
り
を
意
識
し
、
共
鳴
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
い
う
な
ら
、
道
真

の
「
自
詠
」
が
楽
天
の
そ
れ
を
襲
う
こ
と
に
よ
っ
て
成
っ
た
の
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
道
真
が
作
品
中
「
万
事
皆
夢

の
如
し
」
と
う
た
う
の
も
、
一
例
と
し
て
維
摩
居
士
と
そ
の
十
喩
を
も
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
意
識
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
。

維
摩
は
方
便
と
し
て
病
人
と
な
り

（
１０
）

、
以
下
の
よ
う
に
説
く
の
で
あ
っ
た
。

ひ
と
び
と

諸
の
仁
者
よ
、
是
の
身
は
無
常
に
し
て
、
強
き
こ
と
無
く
、
力
無
く
、
堅
き
こ
と
無
く
、
速
に
朽
つ
る
の
法
に
し
て
、
信
ず
可
か

し
ぶ
き

と

ら

あ
わ

ら
ざ
る
な
り
。
…
是
の
身
は
聚
沫
の
如
し
、
撮
摩
ふ
可
か
ら
ず
。
是
の
身
は
泡
の
如
し
、
久
し
く
立
つ
こ
と
を
得
ず
。
是
の
身
は

か
げ
ら
ふ

か
た
さ

炎
の
如
し
、
渇
愛
よ
り
生
ず
、
是
の
身
は
芭
蕉
の
如
し
、
中
に
堅
有
る
こ
と
無
し
。
是
の
身
は
幻
の
如
し
、
顛
倒
よ
り
起
る
。

こ
も
う

た

是
の
身
は
夢
の
如
し
、
虚
妄
の
見
為
り
。
是
の
身
は
影
の
如
し
、
業
縁
よ
り
現
ず
。
…

こ
こ
で
は
、
維
摩
は
病
を
得
た
そ
の
身
が
も
ろ
い
も
の
で
あ
り
、
実
態
を
と
も
な
わ
な
い
も
の
で
あ
る
か
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
天
象
地
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象
に
譬
え
て
い
る
。
先
に
ふ
れ
た
「
維
摩
十
喩
」
と
い
わ
れ
る
く
だ
り
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
…
は
夢
の
如
し
」
と
い
う
比
喩
は
、
『
維

こ
も
う

こ
お
う

摩
詰
所
説
経
』
だ
け
に
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
世
界
の
一
切
は
実
態
が
な
く
「
虚
妄
」（
虚
誑
と
も
）
で
あ
る
こ
と
を
、「
諸

の
妄
法
は
、
譬
へ
ば
陽
焔
・
火
輪
・
垂
髪
・
乾
闥
婆
城
・
夢
・
幻
・
鏡
像
の
如
し
」（『
大
乗
入
楞
伽
論
』
唐
・
実
叉
難
陀
訳
出
）、「
一

切
諸
趣
に
受
生
す
る
は
悉
く
み
な
夢
の
如
し
」（『
大
方
広
仏
華
厳
経
』
同
上
）、「
一
切
法
は
幻
の
如
く
、
夢
の
如
く
、
響
の
如
く
、
像

の
如
く
、
光
影
の
如
く
、
陽
焔
の
如
く
、
空
花
の
如
く
、
尋
香
城
の
如
く
、
変
化
事
の
如
し
」（『
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
』
唐
・
玄
奘
訳

出
）
と
説
き
、
例
の
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。

つ
づ
め
て
い
う
な
ら
、
道
真
に
と
っ
て
、
維
摩
の
主
張
と
は
仏
教
知
識
の
わ
く
を
越
え
て
、
よ
り
近
し
い
も
の
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

か

さ
う

つ
づ
い
て
道
真
の
一
作
か
ら
、「
時
時
、
彼
の
蒼
を
仰
ぐ
」
に
つ
い
て
ふ
れ
よ
う
。「
蒼
」（
蒼
天
）
は
ふ
る
く
『
詩
経
』「
国
風
（
秦

風
）」
の
「
黄
鳥
」
を
ふ
ま
え
て
い
る
と
す
る
の
が
、
一
般
的
で
あ
る
。

な
つ
め

と
ど

ぼ
く
こ
う

え
ん
そ
く

こ

を
の
こ

た
ぐ
ひ

・
交
々
た
る
黄
鳥
は
、
棗
に
止
ま
る
、
誰
か
穆
公
に
従
ふ
や
、
子
車
奄
息
、
維
れ
此
の
奄
息
は
百
の
夫
に
も
特
せ
ん
に
、
其
の
穴

ず
い
ず
い

を
の
の

つ

あ
が
な

に
臨
み
て
、
惴
惴
と
其
れ
慄
く
、
彼
の
蒼
き
者
は
天
、
我
が
良
き
人
を
殲
く
す
、
如
し
贖
ふ
可
く
ん
ば
、
人
は
其
の
身
を
百
に
せ

ん
。ぼく

こ
う

秦
の
穆
公
は
春
秋
時
代
の
名
君
と
し
て
知
ら
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
業
績
を
あ
げ
た
。
と
こ
ろ
が
、
周
の
襄
王
三
一
年
（
前
六
二
一
）
そけん

の
死
に
あ
た
っ
て
、
一
七
〇
人
も
の
家
臣
を
殉
死
さ
せ
た
。
そ
の
な
か
に
は
「
三
良
」
と
呼
ば
れ
る
有
能
な
人
材
（
奄
息
・
仲
行
・
鍼

こ虎
）
も
ふ
く
ま
れ
て
い
て
、
人
び
と
は
か
れ
ら
の
死
を
た
い
へ
ん
悼
み
、「
黄
鳥
」
を
う
た
っ
た
と
い
う
。「
黄
鳥
」
は
カ
ラ
ウ
グ
イ
ス
。

も
み

同
じ
『
詩
経
』
「
国
風
（
周
南
）
」
の
「
葛
覃
」
や
「
小
雅
篇
」
（
鴻
鴈
之
什
）
の
「
黄
鳥
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
木
に
集
ま
っ
て
籾
・

き
び

粟
、
黍
な
ど
の
穀
物
を
つ
い
ば
む
、
厄
介
な
鳥
を
い
う
の
だ
ろ
う
。
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カ
ラ
ウ
グ
イ
ス
が
、
ナ
ツ
メ
の
木
に
と
ま
っ
て
啼
い
て
い
る
。
穆
公
に
殉
じ
た
の
は
誰
だ
ろ
う
、
子
車
氏
の
子
で
あ
る
奄
息
。
奄
息

は
一
〇
〇
人
の
男
に
も
匹
敵
し
よ
う
と
い
う
逸
材
の
人
物
。
そ
の
奄
息
が
、
い
ま
墓
穴
を
ま
え
に
ぶ
る
ぶ
る
と
ふ
る
え
、
わ
な
な
い
て

い
る
で
は
な
い
か
。
蒼
い
天
は
、
な
ぜ
に
こ
の
良
人
を
殺
し
た
の
か
、
も
し
身
代
わ
り
が
き
く
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
一
〇
〇
の
身
を
差

し
出
す
も
の
を
。

二
章
・
三
章
も
大
同
小
異
の
表
現
で
、
そ
れ
ぞ
れ
仲
行
と
鍼
虎
を
哀
れ
ん
で
い
る
。「
蒼
天
」
は
春
の
空
や
東
方
の
空
と
い
っ
た
意

味
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
天
神
地
祇
の
「
天
」
の
意
味
で
あ
り
、「
天
つ
神
よ
、
心
な
く
も
愛
す
る
人
を
殺
し
な
さ
れ
た

（
１１
）

」
と
解
す
る

の
が
よ
い
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
道
真
の
「
時
時
彼
の
蒼
を
仰
ぐ
」
も
、
蒼
い
空
を
ふ
り
仰
い
で
嘆
い
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
穆
公
の

遺
命
に
し
た
が
っ
た
と
は
い
え
、
い
に
し
え
の
三
良
が
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
同
然
、
わ
が
身
の
運
命
の
不
条
理
を
訴
え
る
。
蒼
天
は

き
よ
う
き
よ
う

き
よ
く
せ
き

か
つ
て「
良
人
」で
あ
る
奄
息
ら
を
殺
し
た
よ
う
に
、
い
ま
道
真
を
凄
惨
な
境
遇
へ
と
追
い
た
て
、「
万
死
兢
兢
た
り
、
跼
蹐
の
情

（
１２
）

」

を
も
っ
て
暮
ら
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
い
わ
ば
人
間
と
し
て
殺
さ
れ
「
鯨
鯢
」
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
強
い
る
の
で
あ
る
。「
な
ぜ
天
神
は
、

わ
た
し
に
こ
れ
ほ
ど
ま
で
の
無
惨
な
境
遇
を
お
与
え
に
な
る
の
か
」。
こ
れ
が
道
真
の
真
情
だ
ろ
う
。

三

道
真
が
詠
じ
る
「
鯨
鯢
」
が
、
白
楽
天
の
「
海
図
の
屏
風
に
題
す
」
に
学
ん
だ
こ
と
ば
で
あ
る
の
は
、
す
で
に
紹
介
し
た
と
お
り
だ

が
、
楽
天
の
一
作
と
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
作
品
で
あ
る

（
１３
）

。

な
ん

い
う
い
う

海
水
無
風
時
、
波
濤
安
悠
悠

海
水
風
無
き
時
、
波
濤
安
ぞ
悠
悠
た
る
。

鯨鯢の出自――菅原道真「自詠」「開元の詔書を読む」「謫居春雪」から

三
五



せ
う
だ
い

お
の
お
の

鱗
介
無
小
大
、
遂
性
各
沈
浮

鱗
介
小
大
と
無
く
、
性
を
遂
げ
て
各
沈
浮
す
。

と
つ
こ
つ

が
う

突
兀
海
底
鼇
、
首
冠
三
神
丘

突
兀
た
り
海
底
の
鼇
、
首
に
三
神
丘
を
冠
し
、

て
う
ま
う

釣
網
不
能
制
、
其
来
非
一
秋

釣
網
も
制
す
る
能
は
ず
、
其
来
る
こ
と
一
秋
に
非
ず
。

あ
る
ひ
と

こ
の

或
者
不
量
力
、
謂
茲
鼇
可
求

或
者
力
を
量
ら
ず
し
て
、
茲
鼇
求
む
可
し
と
謂
ひ
、

ひ

ひ

い
と

は
り

贔

牽
不
動
、
綸
絶
沈
其
鉤

贔
き

牽
け
ど
も
動
か
ず
、
綸
絶
え
て
其
鉤
を
沈
む
。

お
と
が
ひ

あ
ぐ

か
う
べ

ふ
る

一
鼇
既
頓
頷
、
諸
鼇
斉
掉
頭

一
鼇
既
に
頷
を
頓
れ
ば
、
諸
鼇
斉
し
く
頭
を
掉
ふ
。

は
く
た
う

い
ん
こ
う

め
ぐ

白
濤
与
黒
浪
、
呼
吸
繞
咽
喉

白
濤
と
黒
浪
と
、
呼
吸
し
て
咽
喉
を
繞
る
。

ひ
れ
ん

こ

噴
風
激
飛
廉
、
鼓
波
怒
陽
侯

風
を
噴
き
て
飛
廉
を
激
し
、
波
を
鼓
し
て
陽
侯
を
怒
ら
し
む
。

げ
い
げ
い

の

鯨
鯢
得
其
便
、
張
口
欲
呑
舟

鯨
鯢
其
便
を
得
、
口
を
張
つ
て
舟
を
呑
ま
ん
と
欲
す
。

万
里
無
活
鱗
、
百
川
多
倒
流

万
里
活
鱗
無
く
、
百
川
倒
流
多
し
。

つ
ひ

ま
た

遂
使
江
漢
水
、
朝
宗
意
亦
休

遂
に
江
漢
の
水
を
し
て
、
朝
宗
意
亦
休
せ
し
む
。

さ
う
ぜ
ん

ゑ
ま
こ
と

よ
し

蒼
然
屏
風
上
、
此
畫
良
由
有

蒼
然
た
り
屏
風
の
上
、
此
畫
良
に
由
有
り
。

風
も
な
い
と
き
に
は
、
波
も
お
だ
や
か
で
、
大
き
な
魚
も
小
さ
な
魚
も
そ
れ
ぞ
れ
の
性
分
で
暮
ら
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
突
然
海

底
か
ら
「
三
神
丘
」
を
頭
に
い
だ
い
た
「
鼇
」
が
現
れ
る
と
い
う
。「
鼇
」
は
大
亀
の
意
。「
三
神
丘
」
と
は
、
渤
海
の
東
方
に
あ
る
と

た
い
よ

え
ん
き
よ
う

い
う
蓬
莱
・
方
丈
（
方
壺
）・
瀛
州
を
い
う
が
、
さ
ら
に
岱
輿
・
員
�
を
あ
わ
せ
て
五
山
と
い
う
。
た
と
え
ば
『
列
子
』「
湯
問
」
に

よ
れ
ば
、
こ
う
で
あ
る

（
１４
）

。

し
か

れ
ん
ち
や
く

（
渤
海
の
東
に
五
山
が
あ
る
…
）、
而
る
に
五
山
の
根
は
、
連
著
す
る
所
無
く
、
常
に
潮
波
に
随
つ
て
、
上
下
し
往
還
し
て
、
し
ば
らく

と

や

も
峙
ど
ま
る
を
得
ず
。
仙
聖
之
を
毒
み
、
之
を
帝
に
訴
ふ
。
帝
、
西
（
四
）
極
に
流
れ
て
、
群
聖
の
居
を
失
は
ん
こ
と
を
恐
れ
、
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ぐ
う
き
や
う

た
が

か
は

乃
ち
禺
彊
に
命
じ
、
巨
鼇
十
五
を
し
て
、
首
を
挙
げ
て
之
を
戴
き
、
迭
ひ
に
三
番
を
為
し
て
、
六
万
歳
を
し
て
一
た
び
交
ら
し

む
。
五
山
始
め
て
峙
ど
ま
り
て
動
か
ず
。

五
山
の
根
元
と
い
え
ば
、
か
つ
て
は
つ
な
が
っ
て
お
ら
ず
、
常
に
波
の
ま
に
ま
に
上
下
し
て
ゆ
き
廻
り
、
静
か
に
と
ど
ま
っ
て
は
い

な
か
っ
た
。
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
仙
人
た
ち
は
困
り
果
て
、
天
帝
に
訴
え
出
た
と
こ
ろ
、
天
帝
は
大
き
な
亀
一
五
匹
に
頭
を
も
た
げ
さ

せ
て
五
山
を
載
せ
、
六
万
年
ご
と
に
三
交
代
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
、
と
い
う
。
こ
う
し
て
、
五
山
は
一
所
に
と
ど
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
は
後
日
談
が
あ
る
。

り
よ
う
は
く

み

お
よ

い
つ
て
う

ろ
く
が
う

而
る
に
龍
伯
の
国
に
大
人
有
り
、
足
を
挙
ぐ
る
こ
と
数
歩
に
盈
た
ず
し
て
、
五
山
の
所
に
曁
ぶ
。
一
釣
に
し
て
六
鼇
を
連
ね
、

や

う
ら
な

た
い
よ

ゑ
ん

合
せ
負
ひ
て
其
の
国
に
趣
き
帰
り
、
其
の
骨
を
灼
い
て
以
て
数
ふ
。
是
に
於
て
岱
輿
・
員
け
う

の
二
山
、
北
極
に
流
れ
、
大
海
に
沈

は
せ
ん

む
。
仙
聖
の
幡
遷
す
る
者
、
巨
億
も
て
計
る
。

北
方
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
龍
伯
国
の
巨
人
が
、
五
山
の
あ
る
と
こ
ろ
に
や
っ
て
来
て
、
一
五
匹
い
る
鼇
の
う
ち
の
六
匹
を
釣
り
あ
げ
、

亀
卜
の
材
料
に
使
っ
て
し
ま
っ
た
。
一
五
匹
で
さ
さ
え
て
い
た
の
に
六
匹
が
い
な
く
な
っ
た
の
で
、
支
え
を
失
っ
た
岱
輿
・
員

の
二

山
は
流
れ
て
い
き
、
つ
い
に
は
大
海
原
に
沈
ん
で
し
ま
う
。
そ
こ
に
住
ん
で
い
た
仙
人
は
移
住
す
る
し
か
な
く
、
何
億
も
の
仙
人
た
ち

が
被
害
を
こ
う
む
っ
た
と
い
う
。
楽
天
が
「
或
者
力
を
量
ら
ず
し
て
、
茲
鼇
求
む
可
し
と
謂
ひ
…
」
は
、
こ
の
あ
た
り
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
ふ
ま
え
た
も
の
だ
ろ
う
。

は
ん

『
全
詩
集
』
は
、
楽
天
の
創
作
が
「
元
和
己
丑
年
作
」
の
自
注
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
安
禄
山
の
乱
以
降
、
軍
閥
と
な
っ
た
地
方
の
藩

ち
ん鎮
（
い
わ
ゆ
る
節
度
使
）
の
世
襲
化
に
よ
る
政
治
的
不
安
と
叛
乱
を
諷
し
た
も
の
と
解
し
て
い
る
。
徳
宗
の
時
代
、
軍
閥
の
叛
乱
は
首

都
の
長
安
ま
で
も
侵
し
、
一
時
近
郊
の
奉
天
ま
で
避
難
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
の
激
し
さ
だ
っ
た
。
祖
父
徳
宗
の
あ
と
を
う
け
て
藩

鎮
問
題
に
あ
た
っ
た
憲
宗
は
、
節
度
使
王
士
真
が
没
し
た
の
を
機
会
に
、
河
北
の
藩
鎮
の
世
襲
制
を
革
め
よ
う
と
し
た
も
の
の
、
政
権

鯨鯢の出自――菅原道真「自詠」「開元の詔書を読む」「謫居春雪」から
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は
い

り
こ
う

の
枢
軸
に
あ
っ
た
裴
き

や
李
絳
ら
は
、
性
急
な
変
革
は
藩
鎮
の
さ
ら
な
る
抵
抗
と
叛
乱
を
ひ
き
起
こ
す
の
で
慎
重
に
と
諫
言
す
る
。

と
と
つ
し
よ
う

た
だ
裴

の
ポ
ス
ト
を
奪
お
う
と
も
く
ろ
ん
で
い
た
宦
官
の
吐
突
承

さ
い

は
、
王
承
宗
の
叛
乱
に
際
し
て
兵
を
請
い
、
こ
れ
を
鎮
圧
。

藩
鎮
と
の
間
は
し
ば
ら
く
小
康
を
保
っ
た
。
そ
の
後
、
地
方
の
軍
閥
を
抑
え
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
監
軍
（
い
わ
ば
お
目
付
け
役
で
、

首
領
は
宦
官
で
あ
る
）
の
力
が
増
大
す
る
と
い
う
、
ま
こ
と
に
皮
肉
な
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

と
う
お
う

ね
い

そ
う
し
た
朝
廷
の
緊
張
を
さ
ら
に
高
め
た
の
が
、
皇
太
子
�
王
李
寧
の
夭
逝
で
あ
る
（
一
九
才
で
没
）。
皇
位
継
承
の
候
補
者
と
し

お
う

う
ん

す
い

こ
う

て
、
次
男
の

れ
い

王
李
�
と
三
男
遂
王
李
恆
の
名
が
あ
が
る
。
吐
突
承

は
李
�
を
推
し
た
が
、
李
�
の
生
母
の
身
分
が
低
く
、
憲
宗
は

か
く

別
の
宦
官
グ
ル
ー
プ
の
推
す
李
恆
を
皇
太
子
と
し
た
。
李
恆
の
母
は
郭
貴
妃
で
あ
る
。
そ
の
後
し
ば
ら
く
吐
突
承

は
地
方
へ
と
し
り

ぞ
け
ら
れ
た
が
、
中
央
政
界
に
復
活
、
ひ
そ
か
に
李
�
の
擁
立
を
は
か
っ
て
い
た
ら
し
い
。
李
恆
を
支
持
す
る
宦
官
グ
ル
ー
プ
は
、
吐

は
し

突
承

の
策
略
で
当
時
病
害
に
お
か
さ
れ
て
い
た
憲
宗
が
廃
太
子
に
奔
る
こ
と
を
恐
れ
、
李
恆
の
即
位
を
い
そ
ぐ
。
元
和
一
五
年
（
八

ち
ん
こ
う
し

二
〇
）
正
月
に
、
憲
宗
が
宦
官
の
ひ
と
り
陳
弘
志
に
殺
さ
れ
る
ま
で
、
こ
う
し
た
緊
張
が
つ
づ
い
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
憲
宗
が

殺
害
さ
れ
た
あ
と
、
吐
突
承

も
李
�
も
す
ぐ
に
抹
殺
さ
れ
た
。

楽
天
は
大
亀
を
釣
り
上
げ
よ
う
と
し
た
「
或
者
」、「
頷
を
頓
」
た
一
匹
の
大
亀
、
そ
れ
に
な
ら
っ
て
風
を
お
こ
し
波
を
わ
か
せ
て
大

混
乱
さ
せ
た
「
諸
鼇
」、
そ
し
て
好
機
を
得
た
り
と
荒
れ
狂
う
「
鯨
鯢
」
に
具
体
的
な
対
象
と
な
る
も
の
を
あ
げ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
が
、「
海
図
の
屏
風
に
題
す
」
の
一
作
と
は
、
右
の
よ
う
な
情
況
を
諷
し
た
と
い
う
の
が
、『
全
詩
集
』
の
解
釈
で
あ
る
。
そ
う
で
あ

れ
ば
「
鯨
鯢
」
と
は
、
皇
位
継
承
に
絡
ん
だ
政
争
の
う
え
、

王
李
�
と
と
も
に
殺
さ
れ
た
吐
突
承

と
み
て
ま
ち
が
い
あ
る
ま
い
。

の

ち
な
み
に
、
楽
天
作
の
「
口
を
張
つ
て
舟
を
呑
ま
ん
と
欲
す
」
も
、『
列
子
』「
楊
朱
」
の
、

ど
ん
し
う

う
を

こ
う
こ
く

を

ち

呑
舟
の
魚
は
、
枝
流
に
游
ば
ず
、
鴻
鵠
は
高
く
飛
ん
で
、
汚
地
に
集
ま
ら
ず
。
何
と
な
れ
ば
則
ち
其
の
極
遠
け
れ
ば
な
り
。
…
将

い
ひ

に
大
を
治
め
ん
と
す
る
者
は
、
細
を
治
め
ず
、
大
功
を
成
さ
ん
と
す
る
者
は
、
小
を
成
さ
ず
、
と
。
此
の
謂
な
り
。
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を
ふ
ま
え
て
い
る
。
楊
朱
は
戦
国
時
代
初
期
に
「
為
我
説
」（
自
己
本
位
論
）
で
有
名
な
思
想
家
だ
が
、『
列
子
』
は
そ
の
楊
朱
に
仮
託

し
な
が
ら
、
も
っ
と
も
大
切
な
も
の
は
人
び
と
が
多
く
の
犠
牲
を
は
ら
っ
て
ま
で
も
守
ろ
う
と
す
る
名
声
な
ど
で
は
な
く
、
生
き
て
い

る
こ
と
の
幸
福
、
生
命
の
保
全
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
舟
を
ひ
と
呑
み
す
る
よ
う
な
魚
は
、
小
さ
な
支
流
の
川
に
は
の
ぼ
っ
て
は

い
か
な
い
、
鴻
鵠
の
類
は
高
く
空
を
飛
び
、
小
さ
な
地
上
の
水
た
ま
り
に
は
集
ま
っ
た
り
し
な
い
。
こ
こ
で
は
、
さ
さ
い
な
日
常
に
こ

だ
わ
る
の
で
な
し
に
、
大
き
な
も
の
を
治
め
る
べ
き
で
あ
り
、
小
さ
な
仕
事
で
な
し
に
大
き
な
仕
事
を
な
し
と
げ
よ
、
と
い
う
の
で
あ

る
。本

来
「
呑
舟
の
魚
」
は
支
流
な
ど
目
も
く
れ
な
い
は
ず
な
の
だ
が
、
楽
天
詩
で
は
、
逆
に
、
そ
の
「
呑
舟
の
魚
」
が
舟
を
呑
も
う
と

し
、
荒
れ
狂
っ
た
も
の
だ
か
ら
万
里
に
わ
た
っ
て
生
き
た
魚
は
ま
っ
た
く
見
あ
た
ら
ず
、
川
の
流
れ
は
こ
と
ご
と
く
逆
流
す
る
あ
り
さ

ま
で
、
長
江
や
漢
水
に
い
た
る
ま
で
、
流
れ
が
ス
ト
ッ
プ
し
て
海
に
そ
そ
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
う
た
っ
た
。「
朝
宗
」
と
は
、

百
川
が
海
に
そ
そ
ぐ
の
意
。
ま
さ
に
「
呑
舟
の
魚
」
お
そ
る
べ
し
、
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
道
真
作
の
「
開
元
の
詔
書
を
読
む
」
の
な
か
に
登
場
す
る
「
鯨
鯢
」
は
、「
独
り
鯨
鯢
の
横
れ
る
有
り
」
に
「
具
に
詔

書
に
見
ゆ
」
と
付
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
も
と
は
開
元
詔
書
の
一
文
に
あ
っ
た
も
の
ら
し
い
。
詔
書
そ
の
も
の
は
現
存
し
な
い
が
、

か
ん
も
ん

三
善
清
行
の
昌
泰
四
年
（
九
〇
一
）
の
「
改
元
し
て
天
道
に
応
ぜ
ん
こ
と
を
請
ふ
の
状
」（
い
わ
ゆ
る
『
革
命
勘
文
』）
に
は
、

一

今
年
大
変
革
命
の
年
に
当
た
る
事

二

去
年
の
秋
彗
星
が
見
ゆ
る
事

三

去
年
の
秋
以
来
老
人
星
が
見
ゆ
る
事

四

高
野
天
皇
、
天
平
宝
字
九
年
を
改
め
て
天
平
神
護
元
年
と
為
す
の
例

し
ん
ゆ
う

の
「
証
拠
四
条
」
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。『
易
緯
』
の
辛
酉
革
命
を
原
点
と
し
な
が
ら
、
変
革
の
年
で
あ
る
と
い
い
、
彗
星
が
現
れ
た

鯨鯢の出自――菅原道真「自詠」「開元の詔書を読む」「謫居春雪」から
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し

か
た
ち

の
は
漢
や
晋
の
天
文
志
に
よ
れ
ば
「
旧
を
除
き
新
を
布
く
象
」
で
あ
り
、
老
人
星
が
現
れ
た
の
は
、「
聖
主
長
寿
に
し
て
、
万
民
安
和

の
瑞
」
で
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
高
野
天
皇
（
称
徳
）
が
、「
逆
臣
藤
原
仲
麻
呂
」
を
誅
伐
し
天
平
宝
字
九
年
を
改
め
天
平
神
護
と
し

た
例
に
な
ら
い
、
改
元
す
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

ふ
な
ど
の

藤
原
仲
麻
呂
（
七
〇
六
〜
七
六
四
）
は
光
明
皇
后
や
孝
謙
天
皇
の
寵
を
得
て
兄
豊
麻
呂
を
左
遷
、
聖
武
天
皇
が
指
名
し
た
道
祖
王
を

お
お
い
の

し
り
ぞ
け
て
娘
婿
の
大
炊
王
を
皇
太
子
に
立
て
、
自
ら
は
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）
紫
微
内
相
と
な
っ
て
権
勢
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し

た
。
翌
年
、
大
炊
王
が
即
位
し
て
淳
仁
天
皇
に
な
り
、
仲
麻
呂
は
「
太
保
」（
右
大
臣
）
と
な
っ
て
名
を
恵
美
押
勝
と
改
名
、
さ
ら
に

同
四
年
に
は
「
太
師
」（
太
政
大
臣
）。
し
か
し
次
第
に
台
頭
し
て
き
た
道
鏡
（
？
〜
七
七
二
）
の
勢
力
に
抗
し
て
謀
反
を
は
か
っ
て
蜂

起
し
た
も
の
の
、
近
江
へ
敗
走
。
捕
縛
さ
れ
妻
や
子
、
そ
し
て
主
た
る
郎
党
三
四
人
と
と
も
に
斬
ら
れ
て
は
て
た

（
１５
）

。

『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
八
年
九
月
、
押
勝
の
叛
乱
の
収
拾
を
は
か
っ
た
高
野
天
皇
（
孝
謙
）
の
宣
命
（
第
二
八
詔
）
に
よ
る
と
、

さ
か
し
ま
き
た
な

や
つ
こ

い
つ
は

い
く
さ

お
こ

み
か
ど

か
た
ぶ

お
し
て

み
か
ど
の
く
ら
ゐ

か
そ

逆
に
穢
き
奴
仲
末
呂
い
詐
り
か
だ

め
る
心
を
以
て
兵
を
発
し
朝
庭
を
傾
け
動
か
さ
む
と
し
て
鈴
・
印
を
奪
ひ
、
復
皇

位
を
掠
ひ

ふ
な
ど

つ
か
さ
の
お
し
て

ふ
み

あ
か

て
、
先
に
捨
て
き
ら
ひ
賜
ひ
て
し
道
祖
が
兄
塩
焼
を
「
皇
位
に
は
定
め
つ
」
と
云
ひ
て
官

印
を
押
し
て
天
下
の
諸
国
に
書
を
散

お
ほ
み
こ
と

い

ち
て
告
げ
知
ら
し
め
、
復
云
は
く
、「
今
の
勅
を
承
け
用
ゐ
よ
、
先
に
詐
り
て
勅
と
称
ひ
て
在
る
事
を
承
け
用
ゐ
る
こ
と
得
ざ
れ
」

ま

と

ひ
そ
か

と

い
く
さ
よ
ほ
ろ

い
く
さ

お
こ

と
云
ひ
て
、
諸
人
の
心
を
惑
乱
は
し
、
三
つ
の
関
に
使
を
遣
り
て
窃
に
関
を
閇
ぢ
、
一
つ
二
つ
の
国
に
軍
丁
を
乞
ひ
兵
を
発
さ

こ

さ
か
し
ま

さ
ま

し
む
。
此
を
見
る
に
仲
末
呂
が
心
の
逆
に
悪
し
き
状
は
知
り
ぬ
。
…

仲
麻
呂
が
い
か
に
悪
事
や
不
義
を
た
く
ら
ん
だ
か
を
告
発
す
る
の
だ
が
、
こ
の
勅
で
は
「
仲
麻
呂
」
が
「
仲
末
呂
」
と
書
か
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
後
の
第
三
三
詔
（
天
平
神
護
元
年
三
月
）
で
も
「
逆
に
悪
し
き
仲
末
呂
と
心
を
同
じ
く
し
て
朝
廷
を
動
か
し
傾
け
む
と
謀

り
て
在
る
人
に
在
り
」
と
あ
り
、
お
そ
ら
く
「
仲
末
呂
」
は
恵
美
押
勝
仲
麻
呂
へ
の
侮
蔑
の
表
記
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。「
逆
賊
恵
美

ひ
と
と
な
り
き
よ
う
は
い

い
ふ
く

仲
麻
呂
、
為
性
凶
悖
に
し
て
、
威
福
日
に
久
し
」（
天
平
宝
字
八
年
九
月
）
と
も
指
弾
さ
れ
る
の
が
、
政
争
に
や
ぶ
れ
た
仲
麻
呂
へ

四
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の
形
容
。「
凶
悖
」
と
は
、
よ
こ
し
ま
で
道
義
に
も
と
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

か
ね

こ
う
し
た
仲
麻
呂
が
、
い
ま
の
道
真
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
か
つ
て
の
仲
麻
呂
の
よ
う
に
、
い
ま
道
真
は
、
三
善
清
行
の
「
予
て
革

ぎ
ん
さ
う

命
を
論
ず
る
議
」
か
ら
こ
と
ば
を
そ
の
ま
ま
引
け
ば
、「
仁
恩
は
其
の
邪
計
を
塞
ぎ
、
矜
荘
は
其
の
異
図
を
抑
へ
る
」
と
記
さ
れ
る
、

そ
の
「
邪
計
」
を
謀
り
「
異
図
」
を
も
つ
や
か
ら
で
あ
り
、
恵
美
押
勝
仲
麻
呂
に
ひ
と
し
い
凶
禍
を
も
た
ら
す
逆
臣
な
の
で
あ
る
。
仲

お
と
し

麻
呂
が
「
仲
末
呂
」
と
貶
め
ら
れ
た
よ
う
に
、
開
元
の
詔
書
に
は
、
道
真
を
「
鯨
鯢
」
と
名
を
か
え
追
放
す
る
旨
が
書
か
れ
て
い
た
の

だ
ろ
う
。

「
鯨
鯢
」
で
は
な
い
が
「
鯨
鯢
」
と
と
も
に
登
場
す
る
「
鼇
」
は
、
じ
つ
は
道
真
自
身
が
こ
の
度
の
変
事
で
、
用
い
た
こ
と
ば
で
あ

る
の
に
留
意
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
昌
泰
二
年
（
八
九
九
）
二
月
一
四
日
、
右
大
臣
右
大
将
と
な
っ
た
の
だ
が
、
右
大
臣
の
任
を
拝
す
る

こ
と
が
、
ど
れ
ほ
ど
危
う
い
か
を
聡
明
な
道
真
が
知
ら
な
か
っ
た
は
ず
は
な
く
、
三
度
に
わ
た
っ
て
辞
表
を
提
出
し
て
い
る
。
そ
の
第

三
表
に
、

ゆ
る

こ

言
さ
く
、
今
月
四
日
、
中
使
従
五
位
下
守
右
近
少
将
源
朝
臣
緒
嗣
、
天
旨
を
奉
伝
し
、
懇
請
を
聴
さ
ず
。
臣
、
恩
を
戴
く
こ
と
惟

か
い
が
う

た

も
と

か
う
か
く

つ

い
づ

え
い
い
つ

ゆ
る

れ
重
く
、
海
鼇
の
首
勝
へ
難
く
、
感
を
祈
む
る
こ
と
休
せ
ず
、
皐
鶴
の
声
竭
き
ん
と
す
。
…
人
孰
れ
か
彼
の
盈
溢
を
恕
さ
む
や
。

て
ん
ぷ
く

け
い
た
い

ゆ

き

顛
覆
は
流
電
よ
り
急
に
、
傾
頽
は
踰
機
に
応
ぜ
ん
の
み
。

と
、「
鼇
」
が
現
れ
る
。
天
子
の
恩
の
重
さ
は
、
あ
の
一
五
匹
の
大
亀
さ
え
首
で
さ
さ
え
る
に
は
重
す
ぎ
る
し
、
そ
の
恩
の
あ
り
が
た

さ
を
叫
び
つ
づ
け
て
は
鶴
の
声
も
涸
れ
ん
ば
か
り
。
と
は
い
え
、
誰
も
こ
の
よ
う
な
身
に
余
る
恩
寵
を
許
す
は
ず
は
な
く
、
失
脚
は
電

光
よ
り
も
急
に
、
没
落
は
弾
き
弓
よ
り
も
早
く
お
と
ず
れ
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
。
天
子
の
恩
を
さ
さ
え
る
「
鼇
」
に
さ
え
な
れ
な

け
い
せ
つ

い
「
天
資
浅
薄
、
飾
る
に
蛍
雪
の
末
光
を
以
て
」（
才
能
に
乏
し
く
い
さ
さ
か
刻
苦
勉
励
し
て
、
か
つ
が
つ
の
教
養
を
身
に
つ
け
た
）

す
る
程
度
の
者
で
し
か
な
い
と
い
う
の
が
、
道
真
の
言
で
あ
る
。
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ほ
し
い
ま
ま

こ
う
し
て
み
る
と
、
そ
の
「
鼇
」
ど
こ
ろ
か
、「
鼇
」
の
騒
動
に
乗
じ
「
其
便
を
得
て
」（「
海
図
の
屏
風
に
題
す
」）

縦
に
し
て
い

る
「
鯨
鯢
」
こ
そ
、
右
大
臣
の
ポ
ス
ト
ま
で
も
手
中
に
し
た
道
真
、
お
ま
え
に
ふ
さ
わ
し
い
名
で
は
な
い
か
。
開
元
の
詔
書
で
、
道
真

さ

う
し
な

を
侮
蔑
し
て
「
鯨
鯢
」
が
選
ば
れ
た
の
は
、
上
述
の
よ
う
な
事
由
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
見
た
道
真
が
「
蹉

た

と
し
て
精
霊
を
喪

へ
り
」
と
嘆
い
た
の
は
、
す
で
に
ふ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。

て
ん

「
蹉

」
の
「
蹉
」
は
つ
ま
づ
く
、
時
機
を
失
う
の
意
。「

」
も
同
意
。
し
た
が
っ
て
「
蹉

」
は
�

ち

、
す
な
わ
ち
つ
ま
づ
く
が

原
義
で
、
さ
ら
に
時
機
を
失
う
、
志
を
得
な
い
、
生
活
が
思
う
よ
う
に
な
ら
ず
不
遇
で
あ
る
と
い
っ
た
意
味
が
あ
る
。
張
九
齢
や
崔
�

ら
の
作
品
に
も
例
が
あ
る
が

（
１６
）

、
白
楽
天
の
好
む
表
現
で
あ
っ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
作
品
を
列
挙
で
き
よ
う
。

�

…
但
信
言
有

、
不
察
心
無
瑕
、
容
光
未
銷
歇
、
勧
愛
忽
蹉

（「
続
古
詩
十
首
」）

�

…
入
山
焼
黄
白
、
一
旦
化
為
灰
、
蹉

五
十
余
、
生
世
苦
不
諧

（「
效
陶
潜
体
詩
十
六
首
」）

�

…
年
顔
日
枯
槁
、
時
命
日
蹉

、
豈
独
我
如
此

（「
寄
同
病
者
」）

�

故
人
対
酒
歎
、
歎
我
在
天
涯
、
見
我
昔
栄
遇
、
念
我
今
蹉

（「
答
故
人
」）

�

…
蹉

二
十
年
、
頷
下
生
白
鬚
、
何
言
左
遷
去
、
尚
獲
専
城
居

（「
馬
上
作
」）

	

…
青
山
方
遠
別
、
黄
綬
初
従
仕
、
未
料
容
鬢
間
、
蹉

忽
如
此

（「
初
見
白
髪
」）




三
月
江
水
闊
、
悠
悠
桃
花
波
、
年
芳
与
心
事
、
此
地
共
蹉

（「
春
晩
寄
微
之
」）

�

…
病
添
心
寂
莫
、
愁
人
鬢
蹉

（「
晩
秋
有
懐
鄭
中
旧
隠
」）

�

…
四
十
著
緋
軍
司
馬
、
男
児
官
職
未
蹉

（「
聞
李
六
景
倹
自
河
東
令
授
唐

行
軍
司
馬
以
詩
賀
之
」）

�

身
名
身
事
両
蹉

、
試
就
先
生
問
若
何

（「
問
韋
山
人
山
甫
」）

�

…
転
於
文
墨
須
留
意
、
貴
向
煙
霄
早
致
身
、
莫
学
爾
兄
年
五
十
、
蹉

始
得
掌
絲
綸

（「
喜
敏
中
及
第
偶
示
所
懐
」）

四
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�

西
州
彼
此
意
何
如
、
官
職
蹉

歳
欲
除

（「
歳
暮
枉
衢
州
張
使
君
書
並
詩
因
以
長
句
報
之
」）

�

…
麥
風
低
冉
冉
、
稲
水
平
漠
漠
、
芳
節
或
蹉

、
遊
心
稍
牢
落

（「
和
微
之
四
月
一
日
作
」）

�

…
挙
眼
風
光
長
寂
莫
、
満
朝
官
職
独
蹉

、
亦
知
合
彼
才
名
折
、
二
十
三
年
折
太
多

（「
酔
題
劉
二
十
八
使
君
」）

�

…
応
笑
蹉

白
頭
尹
、
風
塵
唯
管
洛
陽
城

（「
送
徐
州
高
僕
射
赴
鎮
」）

�

病
容
衰
惨
澹
、
芳
景
晩
蹉

、
無
計
留
春
得
、
争
能
奈
老
何

（「
晩
春
欲
携
酒
尋
沈
四
著
作
先
以
六
韻
寄
之
」）

�

…
行
断
風
驚
雁
、
年
侵
日
下
坡
、
片
心
休
惨
戚
、
雙
鬢
已
蹉

（「
和
東
川
楊
慕
巣
尚
書
府
中
独
坐
感
戚
在
懐
見
寄
十
四
韻
」）

�

歳
陰
生
計
両
蹉

、
相
顧
悠
悠
酔
且
歌

（「
酬
夢
得
貧
居
詠
懐
見
贈
」）

	

少
年
莫
笑
我
蹉

、
聴
我
狂
翁
一
曲
歌
、
入
手
栄
名
取
雖
少
、
関
心
穏
事
得
還
多

（
贈
諸
少
年
）

右
の
諸
例
か
ら
、
具
体
的
に
見
て
み
よ
う
。


は
、
古
詩
十
九
首
に
な
ら
っ
た
作
の
第
七
首
。
縁
あ
っ
て
豪
家
に
嫁
し
た
女
性
が
、

出
世
し
た
夫
が
群
れ
な
す
妾
ら
の
誹
謗
中
傷
の
こ
と
ば
を
信
じ
て
、
ひ
と
り
礼
儀
を
守
っ
て
暮
ら
し
て
い
る
わ
が
正
し
い
心
を
察
し
て

う

の

く
れ
ず
、
ま
す
ま
す
恩
情
が
薄
く
な
っ
た
と
嘆
い
た
。「
言
の
き
ず

あ
る
を
信
じ
て
」
と
は
、
妾
た
ち
の
讒
言
を
夫
が
鵜
呑
み
に
し
て
、

の
意
。
こ
う
し
て
、
ま
だ
容
色
も
お
と
ろ
え
て
い
な
い
の
に
、
夫
の
愛
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
恩
愛
が
こ
ち
ら

の
思
う
よ
う
に
な
ら
ぬ
こ
と
を
、「
蹉

」
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
閨
怨
詩
の
類
で
あ
る
が
、
楽
天
の
い
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
じ
つ

は
寵
を
失
っ
た
女
性
の
悲
し
み
で
は
な
い
。
こ
の
一
作
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
結
ば
れ
て
い
る
。

え
い
え
い

か
う
か
う

盈
盈
一
尺
水
、
浩
浩
千
丈
河

盈
盈
た
る
一
尺
の
水
、
浩
浩
た
る
千
丈
の
河
。

勿
言
小
大
異
、
随
分
有
風
波

言
ふ
勿
か
れ
小
大
異
な
れ
り
と
、
分
に
随
つ
て
風
波
有
り
。

し
か

閨
房
猶
復
爾
、
邦
国
当
如
何

閨
房
す
ら
猶
ほ
亦
爾
り
、
邦
国
当
に
如
何
な
る
べ
き
。

た
か
だ
か
一
尺
の
流
れ
で
も
千
丈
の
広
が
り
を
も
つ
大
河
で
も
、
も
の
の
道
理
と
い
う
も
の
は
ひ
と
つ
し
か
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
分
相
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応
に
波
風
が
立
つ
。
夫
婦
の
間
の
い
ざ
こ
ざ
も
、
こ
れ
と
同
然
。
国
家
の
君
臣
関
係
も
こ
れ
に
ひ
と
し
い
の
だ
。
楽
天
は
、
真
摯
に
つ

ち
よ
う
ふ

か
え
な
が
ら
も
寵
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
「
冢
婦
」（
正
妻
・
主
婦
）
に
、
才
能
が
あ
り
な
が
ら
時
に
遇
わ
な
い
家
臣
を
た
と
え
て
憂
い

嘆
く
の
で
あ
る
。

じ
つ
は
「
蹉

」
の
用
例
の
ほ
と
ん
ど
は
、
こ
う
し
た
慨
嘆
す
る
作
品
に
見
ら
れ
る
の
に
注
視
で
き
よ
う
。
短
い
作
品
か
ら
も
う
二

例
あ
げ
て
み
る
と
、
こ
う
で
あ
る
。
ま
ず
�
「
答
故
人
」
か
ら
。

故
人
対
酒
歎
、
歎
我
在
天
涯

故
人
酒
に
対
し
て
歎
ず
、
我
が
天
涯
に
在
る
を
歎
ず
。

お
も

見
我
昔
栄
遇
、
念
我
今
蹉

我
が
昔
の
栄
遇
を
見
、
我
が
今
の
蹉

た
る
を
念
ふ
。

し

ば

ま
た
い
か
ん

問
我
為
司
馬
、
官
意
復
如
何

問
ふ
我
れ
司
馬
と
為
り
て
、
官
意
復
如
何
と
。

答
云
且
勿
歎
、
聴
我
為
君
歌

答
へ
て
云
ふ
且
く
歎
ず
る
勿
れ
、
我
が
君
が
為
に
歌
ふ
を
聴
け
。

も
と
ほ
う

ひ
せ
ん
で
い
さ

は
な
は
だ

我
本
蓬

人
、
鄙
賤
劇
泥
沙

我
は
本
蓬
ひ
つ

の
人
、
鄙
賤
泥
沙
よ
り
も
劇
し
。まか

あ
ざ
け

読
書
未
百
巻
、
信
口
嘲
風
花

書
を
読
む
も
未
だ
百
巻
な
ら
ざ
る
に
、
口
に
信
せ
て
風
花
を
嘲
る
。

ぜ
い
し

こ
の
か
た

自
従
筮
仕
来
、
六
命
三
登
科

筮
仕
し
て
よ
り
来
、
六
た
び
命
ぜ
ら
れ
三
た
び
登
科
す
。

は

ま
た
す
で

顧
慙
虚
劣
姿
、
所
得
亦
已
多

顧
み
て
慙
づ
虚
劣
の
姿
、
得
る
所
亦
已
に
多
し
。

お
ほ

は
く
は
う

た
す

散
員
足
庇
身
、
薄
俸
可
資
家

散
員
も
身
を
庇
ふ
に
足
り
、
薄
俸
も
家
を
資
く
可
し
。

す
な
は

は

あ

や

省
分
輒
自
愧
、
豈
為
不
遇
耶

分
を
省
み
て
輒
ち
自
ら
愧
づ
、
豈
に
不
遇
と
為
さ
ん
耶
。

わ
づ
ら

し

さ

煩
君
対
杯
酒
、
為
我
一
咨
嗟

煩
は
す
君
が
杯
酒
に
対
し
、
我
が
為
に
一
た
び
咨
嗟
す
る
を
。

こ
れ
は
元
和
一
〇
年
（
八
一
五
）
楽
天
が
江
州
司
馬
に
左
遷
さ
れ
た
お
り
、
わ
が
こ
と
の
よ
う
に
嘆
い
て
く
れ
た
親
し
い
某
人
に
答

ぶ
げ
ん
こ
う

え
た
作
。
こ
の
年
、
宰
相
武
元
衡
が
暗
殺
さ
れ
、
長
安
市
中
ふ
る
え
あ
が
る
と
い
う
事
件
が
起
き
た
。
楽
天
は
す
ぐ
さ
ま
上
疏
し
て
、

四
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た
だ
ち
に
犯
人
を
逮
捕
し
国
辱
を
す
す
ぐ
べ
き
で
あ
る
と
要
求
す
る
。と
こ
ろ
が
、政
府
筋
は
そ
れ
を
東
宮
官
の
ひ
と
り
に
す
ぎ
な
か
っ

た
楽
天
の
越
権
行
為
だ
と
し
て
、
い
い
顔
を
し
な
い
。
そ
こ
へ
突
然
、
母
が
井
戸
に
落
ち
て
亡
く
な
っ
た
の
に
、
新
井
篇
を
創
作
す
る

よ
う
な
の
が
楽
天
で
あ
り
、
こ
と
ば
は
軽
薄
で
あ
り
実
践
す
る
力
も
な
い
、
と
い
う
告
発
が
あ
る
。
そ
の
結
果
、
楽
天
は
中
央
か
ら
出

さ
れ
て
刺
使
と
し
て
左
遷
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

お
う
が
い

と
こ
ろ
が
中
書
舎
人
の
王
涯
な
る
人
物
が
、
そ
の
任
命
に
も
反
対
の
言
を
奏
上
。
さ
ら
に
身
分
を
降
ろ
さ
れ
て
、
辺
境
の
江
州
（
江

西
省
九
江
市
）
の
司
馬
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
は
、『
新
唐
書
』（
巻
１１９
）
の
語
る
と
こ
ろ
で
、
同
『
新
唐
書
』
は
楽
天
の
心
境
を

「
失
志
」
と
記
し
て
い
る
。

い
や

知
已
に
同
情
さ
れ
慰
め
ら
れ
た
楽
天
は
、
詩
の
一
作
を
も
っ
て
答
え
る
。
も
と
も
と
貧
し
く
賤
し
い
出
で
あ
り
、
学
も
大
し
て
修
め

て
い
な
い
こ
の
身
で
あ
り
な
が
ら
、
口
に
ま
か
せ
て
花
鳥
風
月
を
も
て
あ
そ
び
、
官
僚
に
な
っ
て
か
ら
は
、
六
度
君
命
を
受
け
三
度
試

験
に
及
第
す
る
栄
誉
に
も
浴
し
た
。
司
馬
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
と
て
、
じ
つ
に
分
に
過
ぎ
る
利
得
で
は
な
い
か
。
閑
職
と
は
い
え
こ
の

身
を
守
る
に
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
だ
し
、
薄
給
で
も
家
計
を
た
す
け
て
く
れ
る
の
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
不
遇
だ
と
い
え
よ
う
か
。
せ
っ
か
く

の
酒
の
席
で
、
あ
な
た
が
わ
た
し
の
た
め
に
嘆
い
て
く
れ
る
の
は
、
感
謝
に
た
え
な
い
が
…
。

へ
ん

右
の
よ
う
な
作
品
の
文
字
面
と
は
う
ら
は
ら
に
、
貶
さ
れ
る
楽
天
の
や
り
場
の
な
い
嘆
き
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
あ
る
。

も
う
一
例
、
�
「
贈
諸
少
年
」
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

な
か

少
年
莫
笑
我
蹉

少
年
笑
ふ
莫
れ
我
が
蹉

た
る
を
、

聴
我
狂
翁
一
曲
歌

我
が
狂
翁
一
曲
の
歌
を
聴
け
。

す
く
な

い
へ
ど

入
手
栄
名
取
雖
少

手
に
入
る
栄
名
は
取
る
こ
と
少
し
と
雖
も
、

を
ん
じ

か
へ

関
心
穏
事
得
還
多

心
に
関
す
る
穏
事
は
還
つ
て
多
き
を
得
た
り
。
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は

す
う
ま
つ

う
る
ほ

老
慙
退
馬
霑
芻
秣

老
い
て
慙
づ
退
馬
の
芻
秣
に
霑
ふ
を
、

き
こ
う
よ
く
ら

高
喜
帰
鴻
脱
弋
羅

高
く
喜
ぶ
帰
鴻
弋
羅
を
脱
す
る
を
。

じ
ゆ

官
給
俸
銭
天
与
寿

官
は
俸
銭
を
給
し
天
は
寿
を
与
ふ
、

さ

さ

些
些
貧
病
奈
吾
何

些
些
た
る
貧
病
吾
を
奈
何
せ
ん
。

会
昌
二
年
（
八
四
二
）、
武
宗
は
楽
天
を
宰
相
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
の
、
李
徳
裕
の
反
対
に
あ
っ
て
断
念
、
そ
の
か
わ
り
に
楽
天

の
従
弟
で
あ
る
白
敏
中
を
翰
林
学
士
に
す
る
と
い
う
動
き
が
あ
っ
た
。
楽
天
は
こ
れ
を
よ
し
と
せ
ず
、
太
子
少
傅
を
辞
し
、
刑
部
尚
書

を
も
っ
て
致
仕
す
る
。
会
昌
六
年
（
八
四
六
）
八
月
に
は
七
五
歳
で
没
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
間
に
創
作
し
少
年
某
ら
に
贈
ら
れ
た
の

だ
ろ
う
。
少
年
た
ち
よ
、
笑
わ
ず
に
わ
た
し
の
狂
歌
の
一
曲
な
り
と
聞
く
が
よ
い
、
と
う
た
う
。
楽
天
に
は
別
に「
狂
吟
七
言
十
四
韻
」

ゐ
み
ん

な

が
あ
り
、「
…
自
ら
想
ふ
身
は
富
貴
の
身
に
非
ず
、
但
恐
る
人
間
長
物
と
な
る
を
、
如
か
ず
林
下
遺
民
と
作
る
に
」
と
、「
長
物
」（
無

用
の
長
物
）
と
考
え
て
い
た
ら
し
い
。

誉
れ
を
得
た
こ
と
こ
そ
少
な
い
が
、
そ
の
か
わ
り
に
、
心
は
安
ら
か
で
あ
り
穏
や
か
で
い
ら
れ
る
。
恥
ず
か
し
な
が
ら
、「
帰
鴻
」

が
糸
弓
や
網
に
か
か
ら
な
い
よ
う
に
災
禍
を
逃
れ
、「
退
馬
」（
役
に
立
た
な
く
な
っ
た
馬
）
の
我
が
身
は
「
芻
秣
」（
馬
の
餌
）
つ
ま

り
は
俸
禄
を
も
ら
っ
て
暮
ら
し
て
い
け
る
。
少
し
ぐ
ら
い
の
貧
乏
や
病
は
意
と
す
る
に
足
り
な
い
の
だ
、
と
。

な
る
ほ
ど
、
朋
友
で
あ
る
元

が
宰
相
（
同
中
書
門
下
平
章
事
）
と
な
っ
た
も
の
の
、
た
っ
た
四
カ
月
で
辞
職
、
太
和
五
年
（
八
三

一
）
七
月
に
武
昌
軍
節
度
使
と
な
り
、
任
地
で
わ
ず
か
一
日
の
病
で
没
し
た
（
五
三
歳
）
こ
と
を
思
え
ば

（
１７
）

、
楽
天
の
い
う
と
こ
ろ
も
わ

か
ら
な
い
で
は
な
い
が
、「
長
物
」
で
あ
り
「
退
馬
」
で
あ
る
こ
と
の
悲
し
み
こ
そ
、
楽
天
の
心
底
の
情
で
あ
っ
た
と
解
す
べ
き
だ
ろ

う
。「

蹉

」
と
は
、
志
を
途
絶
さ
せ
ら
れ
た
悲
憤
と
慷
慨
の
謂
い
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
道
真
「
開
元
の
詔
書
を
読
む
」
の
「
蹉

」
四
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た

が
意
味
す
る
と
こ
ろ
も
同
然
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
「
蹉

」
と
「
鯨
鯢
」
と
は
、
じ
つ
は
同
じ
憂
憤
の
地
平
か
ら
顕
っ
て
く

る
の
だ
。四

『
文
選
』（
巻
４１
）
の
李
少
卿
「
蘇
武
に
答
ふ
る
書
一
首
」
に
眼
を
転
じ
て
み
た
い
。
こ
の
一
書
が
書
か
れ
た
事
由
は
本
文
中
に
も

書
か
れ
て
い
る
が
、
蘇
武
（
前
一
四
〇
〜
前
六
〇
）
が
匈
奴
か
ら
帰
国
し
た
の
ち
に
李
陵
（
？
〜
前
七
二
）
か
ら
蘇
武
に
書
簡
が
も
た

ら
さ
れ
、
蘇
武
も
そ
れ
に
返
書
を
送
っ
た
ら
し
い
。
蘇
武
の
返
書
を
読
ん
だ
李
陵
は
、
再
度
筆
を
と
っ
て
先
の
書
簡
で
述
べ
尽
く
せ
な

か
っ
た
思
い
を
記
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

先
の
二
書
簡
は
散
逸
し
て
残
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
逸
文
が
『
芸
文
類
聚
』（
巻
３０
）
に
見
え
る
。
李
陵
が
与
え
た
書
簡
の
内
容
は
、

お
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
帰
国
し
た
あ
な
た
（
蘇
武
）
の
名
声
は
漢
と
匈
奴
の
両
国
に
ひ
ろ
く
知
れ
わ
た
り
、
天
子
の

こ
の
う
え
な
い
寵
を
得
、
志
を
立
て
仁
を
得
た
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
こ
の
わ
た
し
（
李
陵
）
は
、
歩
兵
五
〇
〇
〇
を
率
い
て
三
〇
〇
〇

余
里
を
踏
み
匈
奴
に
攻
め
入
っ
た
も
の
の
、
身
は
匈
奴
に
降
り
名
を
辱
め
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、
老
い
た
母
の
命
す
ら
救
う
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
世
間
は
誤
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
功
者
は
幸
い
を
も
っ
て
主
と
す
べ
き
な
の
に
今
は
禍
を
う
け
、
忠
者
は
義

を
も
っ
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
な
の
に
、
今
は
重
い
患
い
を
受
け
て
い
る
で
は
な
い
か
（
世
事
謬
矣
、
功
者
福
主
、
今
為
禍
先
、
忠
者
義

本
、
今
為
重
患
）。
蘇
武
は
帰
朝
し
今
ふ
た
り
は
漢
と
匈
奴
の
二
国
に
わ
か
れ
て
仕
え
、
生
き
て
よ
う
と
死
ん
で
し
ま
お
う
と
、
も
は

や
逢
う
こ
と
も
あ
る
ま
い
か
ら
、
心
を
通
わ
せ
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
ま
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
蘇
武
か
ら
の
は
や
や
長
い
断
簡
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
内
容
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
わ
た
し
（
蘇
武
）
は
匈
奴
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に
使
い
し
、
無
人
の
地
に
幽
閉
さ
れ
な
が
ら
も
、
天
子
へ
の
忠
節
を
も
っ
て
の
み
生
き
な
が
ら
え
、
九
死
に
一
生
を
得
た
。
あ
な
た（
李

陵
）
の
才
能
は
世
に
ま
れ
な
る
も
の
が
あ
る
。
た
し
か
に
あ
な
た
は
家
族
を
殺
さ
れ
、
功
名
は
現
れ
ず
、
生
き
る
の
も
死
ぬ
の
も
大
し

た
差
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
、
あ
な
た
も
漢
に
も
ど
り
、
功
を
竹
帛
に
記
さ
れ
て
千
代
に
名
を
伝
え
ら
れ
、
よ
い
待
遇
を
受
け
る
の
が
い

い
（
書
功
竹
帛
、
伝
名
千
代
、
茅
土
之
封
、
永
在
不
朽
、
不
亦
休
哉
）
の
で
は
な
い
か
。
異
俗
の
人
と
な
り
生
き
な
が
ら
え
て
も
、
ど

う
し
て
故
郷
を
懐
か
し
く
思
わ
ず
に
い
ら
れ
よ
う
か
（
死
生
隔
絶
、
岱
馬
越
鳥
、
能
不
依
依
）。「
岱
馬
越
鳥
」
は
、
た
と
え
ば
「
古
詩

十
九
首
」（
第
一
首
）
の
「
胡
馬
依
北
風
、
越
鳥
巣
南
枝
」
と
同
じ
意
。
拭
い
が
た
い
郷
愁
を
い
う
。
漢
と
匈
奴
の
間
の
紛
争
は
解
決

し
た
の
で
あ
り
、
李
陵
よ
、
す
で
に
事
は
お
わ
っ
た
の
だ
（
嗟
乎
李
卿
、
事
已
去
矣
）、
匈
奴
か
ら
帰
朝
し
な
さ
い
。
こ
れ
が
蘇
武
の

返
書
の
大
要
で
あ
る
。

「
蘇
武
に
答
ふ
る
書
一
首
」
を
一
読
し
て
み
よ
う
。

の

よ

の

た
く

せ
き
じ
ん

子
卿
足
下
、
勤
め
て
令
徳
を
宣
べ
、
名
を
清
時
に
策
し
、
栄
問
休
く
暢
ぶ
。
幸
甚
幸
甚
。
遠
く
異
国
に
託
す
る
は
、
昔
人
の
悲
し

お
も
ひ

い
だ

よ

わ
す

か
た
じ
け
な

め
る
所
な
り
。
風
を
望
み
想
を
懐
い
て
、
能
く
依
依
た
ら
ざ
ら
ん
や
。
昔
者
遺
れ
ず
、
遠
く
還
答
を
辱
う
す
。
慰
誨
は
懃
懃
と

こ

よ

し
て
、
骨
肉
に
踰
ゆ
る
有
り
。
陵
は
不
敏
な
り
と
雖
も
、
能
く
慨
然
た
ら
ん
や
。

書
簡
の
冒
頭
で
、
子
卿
（
蘇
武
の
字
）
が
昭
帝
の
み
世
で
美
徳
を
ひ
ろ
め
、
天
子
に
認
め
ら
れ
て
天
子
か
ら
こ
と
ば
を
い
た
だ
く
よ

い
て
き

う
に
な
っ
た
こ
と
を
、
こ
と
ほ
ぐ
。
次
い
で
、
遠
い
夷
狄
の
地
に
あ
り
、
過
酷
な
自
身
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
述
べ
る
く
だ
り
は
、
こ
う
で

あ
る
。

く
だ

よ

き
ゆ
う
こ
ん

み

初
め
降
り
し
自
従
り
、
以
て
今
日
に
至
る
ま
で
、
身
は
窮
困
し
、
独
坐
し
て
愁
苦
す
。
終
日
覩
る
も
の
無
く
、
但
異
類
を
見
る

ゐ

ぜ
い

ふ
せ

せ
ん
に
く

ら
く
し
や
う

あ

と
も

の
み
。
韋
こ
う

毳
ば
く

、
以
て
風
雨
を
禦
ぎ
、
羶
肉
・
酪
漿
、
以
て
飢
渇
に
充
つ
。
目
を
挙
げ
て
言
笑
せ
ん
と
す
る
も
、
誰
と
与
に

さ
ん
れ
つ

せ
う
で
う

さ
い
ぐ
わ
い

か
歓
を
為
さ
ん
。
胡
地
は
玄
氷
し
、
辺
土
は
惨
裂
し
て
、
但
悲
風
蕭
條
た
る
の
声
を
聞
く
の
み
。
涼
秋
九
月
、
塞
外
草
衰
ふ
。

四
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い

か
た
む

こ

か

ぎ
ん
せ
う

よ
も

あ
し
た

夜
寐
ぬ
る
能
は
ず
、
耳
を
側
け
て
遠
く
聴
け
ば
、
胡
笳
互
に
動
き
、
牧
馬
悲
し
く
鳴
く
。
吟
嘯
群
を
成
し
、
辺
声
四
に
起
る
。
晨

あ

あ

に
坐
し
て
之
を
聴
け
ば
、
覚
え
ず
涙
下
る
。
嗟
乎
子
卿
、
陵
独
り
の
何
の
心
あ
り
て
か
、
能
く
悲
し
ま
ざ
ら
ん
や
。

匈
奴
に
降
伏
し
た
当
初
か
ら
今
日
に
い
た
る
ま
で
、
孤
独
で
憂
い
に
沈
ん
で
い
る
。
終
日
見
る
人
び
と
と
い
え
ば
夷
狄
ば
か
り
。
な

ゆ
が
け

も
う
せ
ん

め
し
皮
の
弓
懸
や
毛
氈
の
天
幕
で
風
雨
を
し
の
ぎ
、
マ
ト
ン
や
乳
汁
で
飢
え
や
渇
き
を
い
や
し
て
い
る
。
誰
か
と
談
笑
す
る
に
も
と
も

に
喜
び
あ
え
る
人
も
い
な
い
…
。
胡
人
の
笛
の
音
、
放
牧
さ
れ
た
馬
の
い
な
な
き
、
胡
人
ら
が
口
ず
さ
む
辺
境
の
歌
、
明
け
方
に
独
り

坐
し
て
耳
を
傾
け
て
い
る
と
、
思
わ
ず
涙
が
こ
ぼ
れ
て
し
ま
う
。
胡
の
地
に
あ
る
李
陵
の
悲
し
み
は
い
や
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ

る
。し

か
し
な
が
ら
、
李
陵
が
も
っ
と
も
心
を
痛
め
て
苦
悩
す
る
の
は
、
じ
つ
は
こ
う
し
た
辺
境
の
過
酷
な
環
境
で
は
な
い
の
に
、
注
視

し
た
い
。

し

ま
た
ぶ
れ
う

り
く

つ
み

げ
い
げ
い
せ

子
と
別
れ
て
後
、
益
益
復
無
聊
な
り
。
上
は
老
母
の
年
に
臨
ん
で
戮
せ
ら
る
る
を
念
ふ
。
妻
子
は
辜
無
く
し
て
竝
び
に
鯨
鯢
為
ら

そ
む

め
い

れ
、
身
は
国
恩
に
負
き
、
世
の
悲
し
む
所
と
為
る
。
子
は
帰
り
て
栄
を
受
け
、
我
は
留
ま
り
て
辱
め
を
受
く
。
命
や
如
何
せ
ん
。

き
や
う

い

き

ば
ん
い

か
な

身
は
礼
義
の
郷
よ
り
出
づ
る
に
、
無
知
の
俗
に
入
り
、
君
親
の
恩
を
違
棄
し
て
、
長
く
蛮
夷
の
域
と
為
る
、
傷
し
い
か
な
。
先
君

し

じ
ゆ
う
て
き

の
嗣
を
し
て
、
更
に
戎
狄
の
族
と
成
ら
し
む
、
又
自
ら
悲
し
む
。

右
の
よ
う
に
「
鯨
鯢
」
の
語
句
が
見
ら
れ
る
く
だ
り
で
あ
る
。
帰
国
し
て
栄
誉
を
受
け
て
い
る
蘇
武
に
く
ら
べ
、
わ
が
身
の
匈
奴
に

い
ん

こ
う
そ
ん
ご
う

留
ま
る
恥
と
不
運
を
述
べ
て
い
る
。『
漢
書
』（
巻
５４
・
李
広
蘇
建
伝
）
の
李
陵
伝
に
よ
れ
ば
、
因

う

将
軍
の
公
孫
敖
が
李
陵
を
救
出
す

る
命
を
う
け
て
匈
奴
に
進
軍
し
た
が
、
功
な
く
漢
に
帰
還
し
た
た
め
に
、
李
陵
が
匈
奴
で
軍
事
訓
練
を
し
た
匈
奴
の
兵
に
よ
っ
て
、
命

を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
報
告
し
た
。
そ
の
た
め
に
陵
の
一
族
は
殺
戮
さ
れ
た
と
記
し
て
い
る
。
じ
つ
は
匈
奴
の
兵
を
訓
練

し
た
の
は
、
李
陵
よ
り
も
先
に
降
伏
し
た
李
緒
な
る
人
物
で
あ
っ
て
、
李
陵
で
は
な
い
。
同
じ
姓
だ
っ
た
た
め
に
誤
解
さ
れ
た
ら
し
い
。
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ま
た
李
陵
を
か
ば
っ
て
か
え
っ
て
罪
を
得
、
宮
刑
に
処
せ
ら
れ
た
か
の
司
馬
遷
は
、『
史
記
』（
巻
４９
・
李
将
軍
列
伝
）
に
、
匈
奴
の

ぜ
ん
う

単
于
は
李
陵
を
捕
ら
え
た
も
の
の
、
そ
の
勇
猛
な
戦
い
ぶ
り
に
感
心
し
、
そ
の
娘
を
妻
に
や
っ
て
手
厚
く
も
て
な
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

こ
れ
が
武
帝
の
耳
に
入
っ
て
怒
り
を
か
い
、
李
陵
の
一
族
は
皆
殺
し
に
さ
れ
た
、
と
記
し
て
い
る
。

李
陵
は
、
つ
づ
け
て
蘇
武
に
い
う
。

か
う
む

こ

ふ

く

く

こ
つ
ぜ
ん

功
大
に
罪
少
な
る
に
、
明
察
を
蒙
ら
ず
、
陵
の
心
に
孤
負
す
。
区
区
の
意
あ
り
。
一
念
至
る
毎
に
、
忽
然
と
し
て
生
を
忘
る
。
陵

む
ね

く
び

は

あ
ら
は

は
ば
か

た
だ

や

心
を
刺
し
て
以
て
自
ら
明
か
し
、
頸
を
刎
ね
て
以
て
志
を
見
す
を
難
ら
ず
。
顧
国
家
我
に
於
て
已
ん
ぬ
る
か
な
。
身
を
殺
す
と
も

ま
さ

ひ
ぢ

ま
く

す
な
は

い
や
し
く

い

益
無
し
。
適
に
羞
を
益
す
に
足
れ
り
。
故
に
臂
を
攘
り
辱
め
を
忍
ぶ
毎
に
、
輒
ち
復
た
苟
も
活
く
る
の
み
。
左
右
の
人
、
陵
が

か
く

く
わ
ん
べ
ん

此
の
如
き
を
見
、
以
て
耳
に
入
ら
ざ
る
の
歓
を
為
し
、
来
り
て
相
勧
勉
す
る
も
、
異
方
の
楽
は
、
た
だ

に
人
を
し
て
悲
し
ま
し
め
、

だ
つ

た
う

怛
を
増
す
の
み
。

自
分
の
立
て
た
功
績
は
大
き
く
、
犯
し
た
罪
は
小
さ
い
の
に
、
武
帝
の
明
察
を
得
ら
れ
ず
、
自
ら
の
意
に
反
し
た
こ
と
に
な
り
生
き

る
望
み
を
失
っ
て
い
る
、
も
は
や
自
尽
し
果
て
た
と
こ
ろ
で
、
身
の
あ
か
し
を
立
て
衷
心
を
示
す
の
は
む
ず
か
し
い
、
だ
か
ら
憤
慨
し

な
が
ら
恥
を
し
の
ん
で
こ
の
地
で
生
き
て
い
く
し
か
な
い
の
だ
、
と
。
周
囲
に
い
る
匈
奴
の
人
び
と
が
、
こ
う
し
て
苦
し
ん
で
い
る
わ

た
し
に
、
耳
に
な
れ
な
い
異
国
の
音
楽
を
奏
で
、
励
ま
し
て
く
れ
る
も
の
の
、
た
だ
た
だ
そ
れ
は
私
を
悲
し
ま
せ
、
な
お
さ
ら
心
を
鬱

屈
さ
せ
て
し
ま
う
、
と
。「

」
は
憂
う
こ
と
、「
怛
」
は
痛
む
こ
と
。
匈
奴
に
と
ど
ま
る
恥
辱
や
運
の
つ
た
な
さ
、
そ
し
て
天
子
に
理

さ
い
な

解
さ
れ
な
か
っ
た
苦
悩
が
、
李
陵
を
苛
む
の
だ
。

「
功
大
罪
小
」
と
は
、
李
陵
が
射
士
歩
卒
五
〇
〇
〇
を
率
い
て
匈
奴
に
入
り
、
ほ
か
の
五
人
の
将
軍
た
ち
は
道
に
迷
っ
て
李
陵
軍
だ

け
が
匈
奴
軍
と
た
た
か
い
、
匈
奴
の
本
隊
八
万
に
囲
ま
れ
た
た
か
う
こ
と
八
日
、
刀
折
れ
矢
尽
き
て
降
っ
た
の
を
い
う
の
だ
ろ
う

（
１８
）

。

し
け
い

あ
に

ぬ
す

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
李
陵
は
死
を
選
択
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。「
子
卿
陵
を
視
る
に
、
豈
生
を
偸
む
の
士
に
し
て
、
死
を
惜
し
む

五
〇



い
づ
く

そ
む

す

の
人
な
ら
ん
や
。
寧
ん
ぞ
君
親
に
背
き
妻
子
を
捐
て
て
、
反
て
利
を
為
す
者
有
ら
ん
や
」
と
述
べ
、
あ
な
た
（
蘇
武
）
な
ら
わ
た
し

（
李
陵
）
が
生
に
執
着
し
て
死
を
お
そ
れ
る
よ
う
な
人
間
で
は
な
い
こ
と
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
し
、
天
子
や
親
に
背
き

妻
子
を
棄
て
て
、
何
の
我
が
身
の
利
益
と
す
る
も
の
が
い
る
だ
ろ
う
か
、
と
。
生
き
る
こ
と
に
汲
々
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い

う
の
で
あ
る
。
つ
づ
け
て
、
こ
う
書
く
。

し
か

な

然
る
に
陵
の
死
せ
ざ
る
は
、
為
す
所
有
ら
ん
と
す
れ
ば
な
り
。
故
に
前
書
の
言
の
如
く
、
恩
を
国
主
に
報
い
ん
と
欲
す
る
の
み
。

お
も

し

は
ん
れ
い

か
い
け
い

誠
に
以
ふ
に
虚
し
く
死
す
る
は
節
を
立
つ
る
に
如
か
ず
、
名
を
滅
す
る
は
徳
に
報
ゆ
る
に
如
か
ず
、
と
。
昔
范
蠡
は
会
稽
の
恥
に

さ
う
ば
つ

つ
ひ

こ
う
せ
ん

あ
だ

せ
つ

殉
ぜ
ず
、
曹
沫
は
三
敗
の
辱
め
に
死
せ
ず
、
卒
に
勾
踐
の
讐
を
復
し
、
魯
国
の
恥
に
報
ゆ
。
区
区
の
心
に
、
切
に
此
を
慕
ふ
の
み
。

い
ま

す
で

こ
つ
に
く

何
ぞ
図
ら
ん
、
志
未
だ
立
た
ざ
る
に
怨
已
に
成
り
、
計
り
ご
と
未
だ
従
は
ず
し
て
骨
肉
刑
を
受
け
ん
と
は
。
此
れ
陵
が
天
を
仰
ぎ

む
ね

う

ゆ
ゑ
ん

心
を
椎
ち
て
血
を
流
す
所
以
な
り
。

李
陵
が
生
き
て
身
を
さ
ら
す
の
は
、
や
り
遂
げ
た
い
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
天
子
へ
の
恩
返
し
で
あ

り
、
犬
死
に
す
る
よ
り
も
名
節
を
立
て
る
ほ
う
が
よ
い
し
、
名
誉
を
け
が
す
よ
り
君
徳
に
報
い
る
ほ
う
が
よ
い
。
越
王
勾
踐
は
、
呉
王

だ
ざ
い

夫
差
に
夫
椒
山
で
負
け
て
会
稽
山
に
逃
げ
、
范
蠡
や
大
夫
種
ら
と
協
議
し
、
呉
の
太
宰

ひ

に
わ
い
ろ
を
贈
り
と
り
な
し
を
懇
願
し
て
、

じ
じ
ん

難
を
の
が
れ
た
。
勾
踐
は
そ
の
恥
辱
に
た
え
、
国
力
を
養
い
、
そ
の
一
〇
年
後
に
呉
を
討
っ
て
夫
差
を
自
刃
に
追
い
込
む
の
で
あ
る
。

ま
た
力
を
頼
み
に
魯
に
仕
え
て
い
た
曹
沫
は
、
魯
の
将
と
な
っ
て
斉
と
戦
っ
た
が
、
三
度
戦
い
三
度
敗
北
し
た
。
魯
の
荘
公
は
斉
の
侵

す
い
ゆ
う

略
を
お
そ
れ
、
遂
邑
の
地
を
献
上
し
て
、
和
睦
を
は
か
っ
た
。
敗
北
の
将
と
な
っ
た
曹
沫
だ
が
、
荘
公
は
そ
れ
で
も
曹
沫
を
将
の
ポ
ス

ト
か
ら
罷
免
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
や
が
て
曹
沫
は
国
辱
を
す
す
い
だ
。

こ
う
し
た
勾
踐
や
曹
沫
の
よ
う
に
、
李
陵
が
天
子
の
恩
徳
に
こ
た
え
よ
う
と
し
て
い
た
矢
先
、
そ
の
一
族
は
無
慈
悲
に
も
処
刑
さ
れ

た
の
だ
。「
天
を
仰
ぎ
心
を
椎
ち
て
血
を
流
す
所
以
な
り
」
の
こ
と
ば
は
、
正
念
を
失
い
慨
嘆
す
る
李
陵
の
す
が
た
を
彷
彿
さ
せ
よ
う
。
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李
陵
の
書
簡
は
ま
だ
つ
づ
き
、
上
述
す
る
ふ
た
り
の
よ
う
な
報
わ
れ
た
忠
臣
と
は
う
ら
う
え
に
、
漢
が
い
か
に
功
臣
に
報
い
る
こ
と
が

薄
く
多
く
の
賢
明
な
人
び
と
が
辛
苦
を
嘗
め
た
か
を
列
記
す
る

（
１９
）

。
わ
が
祖
父
李
広
も
匈
奴
遠
征
の
お
り
、
単
宇
の
居
所
を
知
っ
て
先
陣

を
願
っ
た
が
ゆ
る
さ
れ
ず
、
迂
回
を
命
じ
ら
れ
て
し
た
が
っ
た
も
の
の
、
途
中
、
道
に
ま
よ
い
戦
に
遅
れ
た
責
任
を
追
求
さ
れ
、
自
ら

首
を
は
ね
た
。
い
や
忠
臣
で
あ
る
あ
な
た
（
蘇
武
）
自
身
も
ま
た
、
そ
の
よ
い
例
で
は
な
い
か
と
、
李
陵
は
激
高
す
る
。

て
い
ね
ん

か
う
し
ゆ

ゐ

ま
れ

丁
年
、
使
ひ
を
奉
じ
て
、
皓
首
に
し
て
帰
れ
ば
、
老
母
は
堂
に
終
り
、
生
妻
は
帷
を
去
る
。
此
れ
天
下
の
聞
く
こ
と
稀
な
る
所
に

ば
ん
ぱ
く

よ
み

い
は
ん

た

し
て
、
古
今
に
未
だ
有
ら
ざ
る
所
な
り
。
蛮
貊
の
人
も
、
尚
猶
ほ
子
の
節
を
嘉
す
。
況
や
天
下
の
主
為
る
を
や
。

壮
年
に
し
て
匈
奴
へ
の
使
い
と
な
り
、
白
髪
頭
と
な
っ
て
帰
国
し
た
。
年
老
い
た
母
親
は
す
で
に
亡
く
な
っ
て
い
た
し
、
年
若
い
妻

は
す
で
に
再
婚
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
こ
と
は
世
間
に
め
っ
た
に
あ
る
こ
と
で
は
な
く
、
古
今
に
も
な
い
。
蛮
国
の
人
び
と
で
さ
え
あ

な
た
の
節
義
を
ほ
め
た
た
え
て
い
る
の
に
、
天
下
の
主
で
あ
る
天
子
な
ら
、
な
お
さ
ら
で
は
な
い
か
。
忠
節
を
か
た
く
な
に
守
り
と
お

し
た
あ
な
た
に
対
し
て
、
た
か
が
銭
二
〇
〇
万
、
官
位
は
「
典
属
国
」（
蛮
族
で
漢
に
降
伏
し
た
者
た
ち
を
つ
か
さ
ど
る
役
人
）、
ほ
ん

の
わ
ず
か
の
封
地
さ
え
、
与
え
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
李
陵
は
、

せ

し

そ
む

い
へ
ど

漢
は
厚
く
陵
を
誅
む
る
に
死
せ
ざ
る
を
以
て
し
、
薄
く
子
を
賞
す
る
に
節
を
守
る
を
以
て
す
。
…
陵
は
恩
に
孤
く
と
雖
も
、
漢
も

ま
た

そ
む

亦
徳
に
負
け
り
。

と
、
心
情
を
吐
露
す
る
。
死
な
な
か
っ
た
わ
た
し
へ
の
罪
は
重
く
、
忠
節
を
守
っ
た
あ
な
た
へ
の
報
償
は
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
薄
か
っ

た
。
わ
た
し
は
漢
の
天
子
の
恩
に
背
い
た
け
れ
ど
、
漢
の
皇
室
も
ま
た
天
子
の
徳
に
背
い
て
、
わ
た
し
の
母
を
殺
し
妻
子
を
殺
し
た
の

だ
か
ら
、
も
は
や
自
分
の
と
っ
た
行
動
へ
の
後
悔
が
な
い
こ
と
を
表
明
す
る
の
で
あ
る

（
２０
）

。

つ
み

け
い
げ
い
せ

こ
こ
ま
で
、
李
陵
の
「
蘇
武
に
答
ふ
る
書
」
を
た
ど
っ
て
み
た
の
だ
が
、
こ
の
書
簡
に
あ
る
「
妻
子
は
辜
無
く
し
て
竝
び
に
鯨
鯢
為

そ
む

コ
ン
テ
ク
ス
ト

ら
れ
、
身
は
国
恩
に
負
き
、
世
の
悲
し
む
所
と
為
る
」
の
「
鯨
鯢
」
は
、
こ
う
し
た
文
脈
に
お
い
て
解
釈
す
べ
き
表
現
な
の
で
あ
る
。

五
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い
に
し
へ

「
鯨
鯢
」
と
は
、
李
善
注
が
当
該
部
に
『
春
秋
左
氏
伝
』（
宣
公
一
二
年
）
か
ら
「
古
者
の
明
王
、
不
敬
を
伐
ち
、
其
の
鯨
鯢
を
取
り

ど

よ

ど
ん
し
よ
く

た
と

て
之
を
封
じ
、
以
て
大
戮
を
為
す
。
杜
預
曰
く
、
鯨
鯢
は
大
魚
な
り
、
以
て
不
義
の
人
の
小
国
を
呑
食
す
る
に
喩
ふ
」
と
い
う
よ
う

に
、
不
義
不
敬
の
大
罪
人
で
あ
り
殺
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
存
在
を
意
味
す
る
。
李
陵
の
妻
や
子
は
罪
も
な
い
の
に
、
こ
う
し
て「
鯨
鯢
」

と
し
て
殺
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

な
む
ぢ

道
真
の
場
合
は
、
も
ち
ろ
ん
す
こ
し
事
情
を
異
に
す
る
。
道
真
の
妻
や
子
で
は
な
く
、「
人
は

い

ふ

汝
が
新
し
き
名
な
り
と
」
と

慨
嘆
す
る
。
不
義
不
敬
の
悪
漢
と
は
道
真
自
身
な
の
だ
。
ゆ
え
に
、
な
お
さ
ら
「
舟
を
呑
む
は
我
が
口
な
ら
じ
、
浪
を
吐
く
は
我
が
声

な
ら
じ
」
と
「
我
」
を
く
り
か
え
し
な
が
ら
、
強
く
否
定
す
る
の
だ
ろ
う
。
道
真
の
怒
り
と
も
悲
し
み
と
も
つ
か
ぬ
、
心
情
は
ど
う
解

す
べ
き
だ
ろ
う
か
。

か
げ
つ
ら

子
ら
の
う
ち
、
長
子
の
大
学
頭
高
視
は
土
佐
介
に
左
降
、
二
男
の
式
部
大
丞
景
行
は
駿
河
へ
、
三
男
の
右
衛
門
尉
兼
茂
は
飛
騨
へ
、

あ
つ
し
げ

四
男
の
秀
才
文
章
得
業
生
淳
茂
は
播
磨
へ
、
そ
れ
ぞ
れ
遠
国
へ
流
謫
と
な
っ
た
。
妻
や
年
長
の
女
子
た
ち
は
都
に
留
め
置
か
れ
、
大
宰

府
へ
同
行
を
ゆ
る
さ
れ
た
の
は
、
わ
ず
か
に
幼
年
の
男
女
ふ
た
り
で
あ
っ
た

（
２１
）

。
一
家
は
離
散
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
道
真
と
い
え
ば
、

「
鯨
鯢
」
と
い
う
殺
す
べ
き
逆
臣
の
汚
名
を
与
え
ら
れ
て
、
い
ま
や
大
宰
府
に
い
る
。
黄
色
の
勅
書
に
「
鯨
鯢
」
の
二
文
字
を
見
た
と

き
の
道
真
の
あ
り
さ
ま
は
、
ま
さ
に
「
精
霊
を
喪
」
っ
た
、
生
け
る
し
か
ば
ね
に
ひ
と
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

五

そ
れ
で
は
、
い
に
し
え
の
李
陵
が
蘇
武
に
「
生
き
て
は
別
世
の
人
と
為
り
、
死
し
て
は
異
域
の
鬼
と
為
り
」（「
蘇
武
に
答
ふ
る
書
一

い
う
て
い

な
か
ば

首
」）
と
述
べ
る
よ
う
に
、
道
真
も
ま
た
「
郵
亭
余
る
こ
と
五
十
、
程
里
三
千
に
半
」（「
敍
意
一
百
韻
」）
す
る
、
こ
の
天
涯
の
筑
紫
で

鯨鯢の出自――菅原道真「自詠」「開元の詔書を読む」「謫居春雪」から
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生
き
よ
う
と
決
心
し
た
だ
ろ
う
か
。
道
真
絶
筆
の
「
謫
居
春
雪
」
は
、
こ
の
あ
た
り
の
事
情
を
語
っ
て
く
れ
る
。

あ
づ
ち

く
る
わ

あ
ふ

盈
城
溢
郭
幾
梅
花

城
に
盈
ち
郭
に
溢
れ
て
幾
ば
く
の
梅
花
ぞ

な
ほ

猶
是
風
光
早
歳
華

猶
し
是
れ
風
光
の
早
歳
の
華

ね
や
か

ゐ

き
ぬ

雁
足
黏
将
疑

帛

雁
の
足
に
黏
り
将
て
は
帛
を
か

け
た
る
か
と
疑
ふ

か
ら
す

か
し
ら

さ

つ

烏
頭
點
著
思
帰
家

烏
の
頭
に
點
し
著
き
て
は
家
に
帰
ら
む
こ
と
を
思
ふ

道
真
は
延
喜
三
年
（
九
〇
三
）
二
月
二
五
日
に
謫
所
で
没
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
年
の
一
月
頃
に
う
た
わ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。

都
府
の
内
外
に
あ
ふ
れ
て
い
る
の
は
春
雪
。そ
れ
が
梅
花
が
い
っ
せ
い
に
咲
い
た
か
の
よ
う
に
白
一
色
の
一
日
と
な
っ
た
。「
風
光
」「
早

き
う
も
く

歳
の
華
」
は
、
謝

の
「
徐
都
曹
に
和
す
一
首
」（『
文
選
』
巻
３０
「
雑
詩
下
」）、「
休
沐
し
て
重
ね
て
還
る
道
中
一
言
」（『
文
選
』
巻

２７
「
行
旅
下
」）
な
ど
に
学
ん
だ
よ
う
だ
。「
風
光
」
と
は
、
風
に
吹
か
れ
て
動
か
さ
れ
る
草
や
木
が
、
日
ざ
し
を
う
け
て
輝
く
さ
ま
。

「
早
歳
の
華
」
の
「
歳
華
」
と
は
歳
の
始
め
の
意
。
道
真
は
歳
の
始
め
の
意
味
を
ふ
く
ま
せ
な
が
ら
、
春
告
げ
の
花
と
し
て
梅
花
を
う

た
う
の
だ
ろ
う
。

謝

の
二
作
品
は
、
た
ん
に
語
句
を
借
り
た
と
い
う
の
で
は
あ
る
ま
い
。
二
作
の
全
容
は
注
に
ゆ
ず
る
が

（
２２
）

、
前
者
は
郊
外
に
広
が
る

う
ら
ら
か
な
春
景
色
を
な
が
め
な
が
ら
、
官
を
退
き
た
い
志
を
う
た
う
の
で
あ
り
、
後
者
は
休
暇
を
終
え
て
ふ
た
た
び
都
勤
め
に
も
ど

る
と
き
、
の
ど
や
か
な
春
の
景
物
に
、
官
を
棄
て
て
静
か
に
暮
し
た
い
、
と
い
う
心
を
う
た
う
の
で
あ
る
。
役
職
を
棄
て
て
官
界
を
去

り
た
い
、
静
か
に
暮
ら
し
た
い
と
い
う
思
い
は
、
そ
の
ま
ま
道
真
の
現
在
に
通
底
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、「
雁
足
…
烏
頭
…
」
の
表
現
だ
ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
「
雁
足
…
」
は
蘇
武
に
由
縁
を
も
つ
雁
信
（
雁
札

と
も
）
故
事
、「
烏
頭
…
」
は
燕
丹
に
由
来
す
る
故
事
を
う
た
っ
て
い
る
。
雁
信
故
事
を
確
認
し
て
お
け
ば
、
蘇
武
が
匈
奴
に
捕
ら
わ

れ
て
一
九
年
を
経
た
も
の
の
、
帰
京
の
望
み
を
失
う
こ
と
な
く
、
雁
の
足
に
便
り
を
書
い
た
白
ぎ
ぬ
を
か
け
た
。
武
帝
は
、
足
に
帛
書

五
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が
結
ば
れ
た
雁
を
上
林
苑
で
射
落
と
し
、
蘇
武
の
無
事
と
そ
の
真
情
を
知
っ
て
、
使
い
を
出
し
て
助
け
出
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
道

真
は
雁
の
足
に
春
の
雪
が
ね
ば
り
つ
い
て
い
る
の
を
見
て
、
都
か
ら
の
便
り
で
は
な
い
か
と
期
待
す
る
の
で
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、

李
陵
は
都
に
も
ど
っ
た
蘇
武
が
「
薄
」
を
も
っ
て
処
遇
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
の
だ
が
、
道
真
は
そ
の
蘇
武
に
わ
が
身
を
比
し
て
や

ま
な
い
の
で
あ
る
。

「
烏
頭
…
」
は
燕
の
太
子
丹
に
ま
つ
わ
る
烏
頭
変
毛
の
故
事
。
戦
国
時
代
末
期
、
燕
に
生
れ
た
丹
は
、
幼
く
し
て
趙
の
人
質
と
し
て

送
ら
れ
た
。
同
じ
く
人
質
だ
っ
た
秦
の
政
（
の
ち
の
始
皇
帝
）
と
親
し
く
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
燕
の
国
に
も
ど
り
太
子
と
な
り
、
使

者
と
し
て
秦
へ
行
き
昔
な
じ
み
の
政
に
あ
い
さ
つ
し
た
が
、
政
の
あ
つ
か
い
は
冷
淡
な
も
の
だ
っ
た
。
秦
王
は
帰
国
を
ゆ
る
さ
ず
、
も

し
烏
の
頭
が
白
く
な
り
馬
の
頭
に
角
が
生
え
た
ら
許
そ
う
と
い
っ
た
。
丹
が
天
を
仰
い
で
嘆
く
と
、
烏
頭
は
変
毛
し
馬
に
は
角
が
生
じ

た
。
そ
れ
で
燕
へ
無
事
も
ど
る
こ
と
が
出
来
た
と
い
う
（『
史
記
』「
刺
客
伝
」
論
）
賛
注
）。
降
り
し
き
る
都
府
楼
の
雪
が
烏
の
頭
に

さ
い
な

積
も
り
、
ま
る
で
烏
頭
が
白
く
な
っ
た
よ
う
だ
、
こ
れ
で
帰
京
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
郷
愁
が
道
真
を
責
め
苛
む
の
で
あ
る
。
た

だ
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
王
充
の
『
論
衡
』「
感
虚
」
の
く
だ
り
も
ま
た
、
道
真
は
読
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る

（
２３
）

。

で
ん
し
よ

も
と

と
ら

伝
書
に
言
ふ
、
燕
の
太
子
丹
、
秦
に
朝
し
、
去
る
こ
と
を
得
ず
、
秦
王
に
従
ひ
て
帰
ら
ん
こ
と
を
求
む
。
秦
王
之
を
執
へ
留
む
。

ち
ゆ
う

ぞ
く

ふ

ち
ゆ
う

之
と
誓
ひ
て
曰
く
、
日
を
し
て
再
び
中
し
、
天
を
し
て
粟
を
雨
ら
し
め
、
烏
を
し
て
頭
を
白
く
し
、
馬
を
し
て
角
を
生
じ
、
厨

も
ん

に
く
そ
く

す
な
は

た
す

た
め

ち
ゆ
う

門
の
木
象
を
し
て
肉
足
を
生
ぜ
し
め
ば
、
乃
ち
帰
る
を
得
ん
、
と
。
此
の
時
に
当
り
、
天
地
之
を
祐
け
、
日
為
に
再
び
中
し
、

ぞ
く

ふ

か
ら
す
と
う

ち
ゆ
う
も
ん

も
く
ぞ
う
に
く
そ
く

天
粟
を
雨
ら
し
、
烏
頭
を
白
く
し
、
馬
角
を
生
じ
、
厨
門
の
木
象
肉
足
を
生
ず
。
秦
王
以
て
聖
と
為
し
、
之
を
帰
す
、
と
。

も
み

『
史
記
』
賛
注
と
大
同
小
異
の
内
容
で
、
さ
ら
に
木
像
の
肉
足
、
太
陽
の
二
度
の
南
中
、
天
か
ら
籾
が
降
る
、
く
り
や
の
入
り
口
の

木
像
に
肉
の
足
が
つ
く
、
な
ど
な
ど
異
常
な
で
き
ご
と
が
つ
づ
き
、
秦
王
は
丹
を
聖
人
だ
と
し
て
帰
国
さ
せ
た
の
だ
と
い
う
。
と
こ
ろ

か
つ
ぱ

が
、
王
充
は
「
此
の
言
は
虚
な
り
」（
ま
っ
か
な
嘘
っ
ぱ
ち
）
と
喝
破
す
る
。

鯨鯢の出自――菅原道真「自詠」「開元の詔書を読む」「謫居春雪」から
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と
ら

燕
の
太
子
丹
は
何
人
ぞ
、
而
も
能
く
天
を
動
か
す
や
。
聖
人
の
拘
は
る
る
、
天
を
動
か
す
能
は
ず
。
太
子
丹
は
賢
者
な
る
に
、
何

そ

よ

た
す

し
よ
ず
ゐ

す
な
は

や
は
ら

ぞ
能
く
此
を
致
さ
ん
。
夫
れ
天
能
く
太
子
を
祐
け
、
諸
瑞
を
生
じ
以
て
其
の
身
を
免
れ
し
む
る
は
、
則
ち
能
く
秦
王
の
意
を
和

や
す

か
た

お

げ
、
以
て
其
の
難
を
解
け
ば
な
り
。
拘
は
る
る
の
一
事
は
易
く
、
瑞
を
生
ず
る
の
五
事
は
難
き
に
、
一
事
の
易
き
を
舎
き
、
五
事

は
ば
か

の
難
き
を
為
す
は
、
何
ぞ
天
の
労
を
憚
ら
ざ
る
や
。

か
つ
て
聖
人
が
捕
ら
わ
れ
て
さ
え
天
を
動
か
せ
な
か
っ
た
の
に
、
太
子
丹
ぐ
ら
い
で
何
が
で
き
よ
う
か
。
天
が
太
子
に
味
方
し
た
と

い
う
な
ら
、
よ
く
秦
王
の
意
を
和
ら
げ
て
、
難
問
を
解
決
し
た
か
ら
で
あ
り
、
捕
縛
さ
れ
て
い
る
と
い
う
問
題
な
ど
い
と
も
簡
単
に
解

決
す
る
の
に
、
五
つ
の
難
問
の
ほ
う
を
解
く
な
ど
、
な
ん
と
も
天
は
ご
苦
労
な
こ
と
だ
。
こ
れ
が
王
充
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
、「
な

る
ほ
ど
」
と
し
か
い
い
よ
う
が
あ
る
ま
い
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
烏
頭
が
白
く
な
れ
ば
帰
京
で
き
る
と
は
、
所
詮
「
虚
」
で
し
か
な
い

の
で
あ
る
。
た
た
み
か
け
る
よ
う
に
、
王
充
は
さ
ら
に
具
体
的
な
例
を
書
き
重
ね
る
。

た
う

か
だ
い

と
ら

り

と
ら

や
く

く
わ
ん
や
く

き
は
い

湯
は
夏
台
に
囚
は
れ
、
文
王
は
い
う

里
に
拘
は
れ
、
孔
子
は
陳
蔡
に
厄
せ
ら
る
。
…
天
何
ぞ
夏
台
・

里
の
関
鑰
を
ば
毀
敗
し
、

し
よ
く
は
う

た
い
し
こ
う

湯
文
歩
（
渉
）
出
し
、
粟
を
陳
蔡
に
雨
ら
し
、
孔
子
を
し
て
食
飽
せ
し
め
ざ
り
し
や
。
太
史
公
曰
く
、
世
、
太
子
丹
の
天
を
し

た
い
て
い

て
粟
を
雨
ら
し
、
馬
を
し
て
角
を
生
ぜ
し
む
と
称
す
る
は
、
大
抵
皆
虚
言
な
り
、
と
。
太
史
公
は
漢
の
世
の
実
事
を
書
せ
し
人
、

し
か而
る
に
虚
言
と
云
へ
ば
、
実
に
非
ざ
る
に
近
き
な
り
。

天
が
感
動
す
る
と
い
う
の
な
ら
、
湯
王
や
文
王
が
捕
ら
え
ら
れ
て
い
る
夏
台
・

里
の
鍵
を
こ
わ
し
て
ふ
た
り
を
ゆ
っ
た
り
と
出
歩

か
せ
、
陳
蔡
の
野
で
飢
え
て
い
る
孔
子
に
籾
を
降
ら
し
て
、
腹
い
っ
ぱ
い
食
わ
せ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
か
。「
太
史
公
」（
司
馬
遷
）

が
「
虚
言
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
の
が
、
あ
た
っ
て
い
よ
う
、
と
。

道
真
が
、
こ
う
し
た
論
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
漢
の
蘇
武
と
燕
の
丹
の
動
静
に
執
す
る
の
は
な

ぜ
だ
ろ
う
か
。
蘇
武
は
一
九
年
の
歳
月
を
辛
苦
の
う
ち
に
匈
奴
で
耐
え
、
た
と
え
帰
国
し
て
も
厚
く
処
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
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太
子
丹
は
か
ろ
う
じ
て
燕
に
も
ど
っ
た
け
れ
ど
、
つ
い
に
は
秦
王
の
お
く
り
込
ん
だ
軍
隊
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
な

お
蘇
武
や
太
子
丹
の
境
遇
に
身
を
よ
せ
て
い
く
の
は
、
詩
作
上
の
文
飾
と
は
い
え
ま
い
。
司
馬
遷
や
王
充
の
こ
と
ば
を
か
り
て
い
え
ば
、

「
薄
」
と
「
虚
」、
こ
れ
が
蘇
武
と
燕
丹
の
後
半
生
を
形
容
す
る
語
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
た
と
え
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
道
真
は
こ
の
ふ

い
だ

た
り
の
生
涯
に
よ
り
そ
い
な
が
ら
、
望
郷
の
は
げ
し
さ
を
懐
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

李
陵
は
匈
奴
で
二
〇
年
あ
ま
り
を
暮
ら
し
、
そ
こ
で
没
し
た
。
道
真
も
ま
た
辺
土
に
あ
っ
た
の
だ
が
、
つ
い
に
李
陵
に
は
な
れ
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
京
を
追
わ
れ
て
二
年
、
大
宰
府
南
館
で
「
鯨
鯢
」
が
死
ん
だ
。

注（
１
）
白
楽
天
以
外
に
は
、
先
行
す
る
李
白
に
「
尋
魯
城
北
范
居
士
失
道
落
蒼
耳
中
見
范
置
酒
摘
蒼
耳
作
」
が
あ
り
、「
…
還
傾
四
五
酌
、
自
詠
猛
虎
詞
、
近

作
十
日
歓
、
遠
為
千
載
期
、
風
流
自
簸
蕩
、
謔
浪
偏
相
宜
、
酣
來
上
馬
去
、
卻
笑
高
陽
池
」
と
詠
っ
て
い
る
が
、「
自
詠
」
は
題
名
で
は
な
い
。
ま
た
後

代
に
は
、
李
群
玉
に
「
九
日
」
が
あ
り
「
…
絲
管
闌
珊
帰
客
尽
、

昏
独
自
詠
詩
迴
」
と
い
う
。
題
名
と
見
ら
れ
る
の
は
、
陳
黯
「
自
詠
豆
花
」、
唐
彦

じ
よ

謙
「
自
詠
」、
鄭
谷
「
結
綬

郊
縻
摂
府
署
偶
有
自
詠
」、
徐

い
ん

「
自
詠
十
韻
」、
徐
霊
府
「
自
詠
二
首
」
と
い
っ
た
諸
例
が
あ
る
。）。

（
２
）
「
藍
尾
酒
」
は
屠
蘇
酒
を
い
う
。
新
年
の
屠
蘇
酒
は
年
少
か
ら
順
に
呑
み
ま
わ
す
の
が
慣
例
で
、
老
い
た
楽
天
は
最
後
に
呑
む
と
こ
ろ
か
ら
、「
藍
尾
」

の
酒
と
詠
じ
た
も
の
。

（
３
）
「
知
非
年
」
は
五
〇
才
を
い
う
（『
淮
南
子
』
原
道
訓
）。

よ
ろ
こ

に
く

（
４
）
「

然
」（
無
心
に
自
然
に
し
た
が
う
よ
う
に
）
は
、「
大
宗
師
篇
」
に
出
て
く
る
こ
と
ば
で
、「
古
の
真
人
は
生
を
説
ぶ
を
知
ら
ず
、
死
を
悪
む
を
知
ら

ぜ
ん

ず
。
其
の
出
づ
る
も
よ
ろ
こ
ば
ず
、
其
の
入
る
も
距
ま
ず
。
い
う

然
と
し
て
往
き
、

然
し
て
来
る
の
み
。
其
の
始
ま
る
所
を
忌
ま
ず
、
其
の
終
る
所
を
求
め

か
へ

す

い

ず
、
受
け
て
之
を
喜
び
、
亡
ひ
て
之
に
復
る
。
是
を
之
れ
心
を
以
て
道
を
捐
て
ず
、
人
を
以
て
天
を
助
け
ず
と
謂
ふ
。
是
を
真
人
と
謂
ふ
」
と
。

（
５
）
紀
野
一
義
氏
に
よ
れ
ば
、「『
ヴ
ィ
』
と
い
う
の
は
離
れ
る
こ
と
。
マ
ラ
は
垢
。
垢
が
な
い
、
汚
れ
が
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
」（『
維
摩
経
』
仏
教
講

座
９
）。

鯨鯢の出自――菅原道真「自詠」「開元の詔書を読む」「謫居春雪」から
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し
ぶ
き

と

ら

あ
わ

か
げ
ら
ふ

（
６
）
「
是
の
身
は
聚
沫
の
如
し
、
撮
摩
ふ
可
か
ら
ず
。
是
の
身
は
泡
の
如
し
、
久
し
く
立
つ
こ
と
を
得
ず
。
是
の
身
は
炎
の
如
し
、
渇
愛
よ
り
生
ず
、
是
の

か
た
さ

こ
も
う

た

身
は
芭
蕉
の
如
し
、
中
に
堅
有
る
こ
と
無
し
。
是
の
身
は
幻
の
如
し
、
顛
倒
よ
り
起
こ
る
。
是
の
身
は
夢
の
如
し
、
虚
妄
の
見
為
り
。
是
の
身
は
影
の

い
な
づ
ま

如
し
、
業
縁
よ
り
現
ず
。
是
の
身
は
響
の
如
し
、
諸
の
因
縁
に
属
す
。
是
の
身
は
浮
雲
の
如
し
、
須
臾
に
し
て
変
滅
す
。
是
の
身
は
雷
の
如
し
、
念
念
に

と
ど
ま
ら

住
ら
ず
。
是
の
身
は
主
無
し
、
地
の
如
き
為
り
。
是
の
身
は
我
無
し
、
火
の
如
き
為
り
。
是
の
身
は
寿
無
し
、
風
の
如
き
為
り
。
是
の
身
は
人
無
し
、

水
の
如
き
為
り
。
是
の
身
は
不
実
な
り
、
四
大
を
家
と
為
す
…
」『
維
摩
詰
所
説
経
』「
弟
子
品
」（『
国
訳
一
切
経
』
経
集
部
６
）。

（
７
）
「
不
二
法
門
」（
絶
対
的
な
悟
り
の
境
地
）
と
は
何
か
に
つ
い
て
の
菩
薩
た
ち
の
問
答
録
。
た
く
さ
ん
の
菩
薩
た
ち
が
、
最
後
は
文
殊
と
維
摩
が
、
そ
れ

も
ろ
も
ろ

ひ
と
び
と

こ
こ
ろ

ぞ
れ
の
知
見
を
披
露
し
て
い
る
。「
爾
の
時
、
維
摩
詰
衆
の
菩
薩
に
謂
ひ
て
言
は
く
、『
諸
の
仁
者
よ
、
云
何
が
菩
薩
不
二
法
門
に
入
る
や
。
各
所
楽
に

随
つ
て
之
を
説
け
』
と
。
会
中
に
菩
薩
有
り
、
法
自
在
と
名
く
。
説
き
て
言
く
、『
諸
の
仁
者
よ
、
生
と
滅
と
を
二
と
為
す
。
法
は
本
不
生
な
り
、
今
則

ふ

ち
滅
無
し
。
此
の
無
生
法
忍
を
得
る
、
之
を
不
二
法
門
に
入
る
と
為
す
。』
と
。
徳
守
菩
薩
曰
く
…
不

じ
ゆ
ん菩

薩
曰
く
…
徳
頂
菩
薩
曰
く
…
是
の
如
く
諸
の

を
は

菩
薩
各
各
説
き
已
り
て
文
殊
師
利
に
問
ふ
、『
何
等
か
是
れ
菩
薩
不
二
法
門
に
入
る
や
。』
と
。
文
殊
師
利
曰
く
、『
我
が
意
の
如
く
ん
ば
、
一
切
の
法
に

於
て
言
も
無
く
、
説
も
無
く
、
示
も
無
く
、
識
も
無
し
、
諸
の
問
答
を
離
る
。
是
を
不
二
法
門
に
入
る
と
為
す
。』
と
。
是
に
於
て
文
殊
師
利
維
摩
詰
に

な
ん
ぢ

も
く
ね
ん

問
ふ
、『
我
等
、
各
自
ら
説
き
已
ん
ぬ
。
仁
者
当
に
説
く
べ
し
。
何
等
か
是
れ
菩
薩
不
二
法
門
に
入
る
や
。』
と
。
時
に
維
摩
詰
黙
然
と
し
て
言
無
し
。
文

殊
師
利
歎
じ
て
曰
く
、「
善
い
哉
、
善
い
哉
、
乃
至
文
字
語
言
有
る
こ
と
無
し
。
是
れ
真
に
不
二
法
門
に
入
る
な
り
。」
と
。「
不
二
法
門
」
は
こ
と
ば
で

表
現
で
き
な
い
境
地
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
こ
と
ば
で
表
現
し
て
し
ま
っ
た
文
殊
と
、
沈
黙
し
て
一
言
も
発
し
な
か
っ
た
維
摩
と
、
ど
ち
ら
が
そ
の
境
地

を
真
に
悟
っ
て
い
る
か
は
、
も
は
や
自
明
だ
ろ
う
。

（
８
）
「
釈
」
は
帝
釈
天
、「
梵
」
は
梵
天
王
、「
世
主
」
は
帝
釈
天
の
外
将
で
あ
る
持
国
天
・
増
長
天
・
広
目
天
・
多
聞
天
の
四
天
王
を
い
う
。

（
９
）
五
戒
と
は
不
殺
生
（
む
や
み
に
生
き
も
の
を
殺
さ
な
い
）
・
不
偸
盗
（
も
の
を
盗
ま
な
い
）
・
不
邪
淫
（
性
に
乱
れ
が
な
い
よ
う
に
す
る
）
・
不
妄
語
（
う

そ
を
つ
か
な
い
）・
不
飲
酒
（
酒
を
飲
ま
な
い
）。

ち

う
あ
い

（
１０
）
『
維
摩
詰
所
説
経
』
で
、
訪
れ
た
文
殊
師
利
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
「
癡
と
有
愛
と
よ
り
則
ち
我
が
病
生
ず
。
一
切
衆
生
病
め
る
を
以
て
是
の

ゆ

ゑ
い
か

故
に
我
病
む
。
若
し
一
切
衆
生
の
病
滅
す
れ
ば
則
ち
我
が
病
滅
せ
ん
。
所
以
何
ん
と
な
れ
ば
、
菩
薩
は
衆
生
の
為
の
故
に
生
死
に
入
る
。
生
死
有
ら
ば
則

ち
病
有
り
。
若
し
衆
生
病
を
離
る
る
こ
と
得
れ
ば
則
ち
菩
薩
も
復
た
病
無
か
ら
ん
」。
衆
生
は
無
知
と
生
き
た
い
と
い
う
我
欲
で
生
き
て
い
る
か
ら
病
と

な
る
。
一
切
衆
生
が
病
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、
わ
た
し
も
病
ま
な
け
れ
ば
、
病
気
に
な
っ
て
い
る
者
た
ち
を
教
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ゆ
え
に
、
方
便
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と
し
て
病
人
と
な
っ
て
い
る
、
と
。
衆
生
が
解
脱
し
て
病
苦
か
ら
解
脱
で
き
れ
ば
、
菩
薩
も
病
む
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

（
１１
）
境
武
男
氏
『
詩
経
全
釈
』。

た
く
ら
く

さ
い
け
い

き
よ
う
き
よ
う

き
よ
く
せ
き

ち
う
く
わ
い

（
１２
）
こ
れ
は
「
不
出
門
」
に
あ
る
表
現
。
前
後
を
掲
示
す
る
と
、「
一
た
び
謫
落
せ
ら
れ
て
柴
荊
に
在
り
て
よ
り
、
万
死
兢
兢
た
り
跼
蹐
の
情
、
…
中
懐

こ
と
む
な

し
た
が

ぐ
わ
い
ぶ
つ

あ
ひ
あ

な
に
す

は
好
し
孤
雲
に
逐
ひ
て
去
る
、
外
物
は
相
逢
ひ
て
満
月
ぞ
迎
ふ
る
、
此
の
地
は
身
の

け
む
け
い

せ
ら
る
る
こ
と
な
く
と
も
、
何
為
れ
ぞ
寸
歩
も
門
を
出
で
て

行
か
む
。」。
官
位
を
お
と
さ
れ
流
さ
れ
て
あ
ば
ら
や
住
ま
い
、
も
は
や
命
は
助
か
る
ま
い
と
恐
れ
お
の
の
き
、
肩
を
す
ぼ
め
て
小
股
で
あ
る
く
。
心
の
な

か
は
ち
ぎ
れ
雲
よ
ろ
し
く
吹
き
飛
ん
で
し
ま
っ
た
け
れ
ど
、
そ
れ
で
も
外
の
景
色
は
規
則
正
し
く
め
ぐ
り
め
ぐ
っ
て
、
満
月
を
迎
え
た
。
く
く
ら
れ
て
つ

な
が
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
門
を
出
て
ち
ょ
っ
と
歩
い
て
み
よ
う
か
と
い
う
気
に
も
な
ら
な
い
。「
不
出
門
」
と
い
う
詩
題
も
楽
天
に
学
ん
だ
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
楽
天
に
先
行
す
る
、
鮑
溶
、
孟
雲
卿
、
高
適
、
欧
陽
�
ら
の
作
品
に
も
「
不
出
門
」
の
語
句
が
見
ら
れ
る
が
、
詩
題
と
す
る
の
は
楽
天

で
あ
る
。
作
品
で
は
「
寄
張
十
八
」「
朱
陳
村
」「
病
起
」「
新
居
早
春
」「
飽
食
�
坐
」「
夏
日
�
放
」
な
ど
に
、「
不
出
門
」
の
語
句
が
散
見
さ
れ
る
。

（
１３
）
白
楽
天
の
作
品
は
、
佐
久
節
氏
『
白
楽
天
全
詩
集
』（
続
国
訳
漢
文
大
成
）
に
よ
る
が
、
一
部
、
岡
村
繁
氏
『
白
氏
文
集
』（
新
釈
漢
文
大
系
）
を
参
照

に
し
た
。

（
１４
）
小
林
信
明
氏
『
列
子
』（
新
釈
漢
文
大
系
）
に
よ
る
。

（
１５
）
『
日
本
後
紀
』
延
暦
一
八
年
二
月
の
「
和
気
清
麻
呂
薨
伝
」
に
よ
る
な
ら
、
当
初
、
斬
刑
は
三
七
五
人
だ
っ
た
ら
し
い
。
清
麻
呂
の
姉
に
あ
た
る
広
虫

（
法
均
）
の
諌
め
で
死
刑
を
減
じ
ら
れ
た
と
い
う
。

（
１６
）
「
…
悠
悠
天
地
間
、
委
順
無
不
楽
、
良
辰
不
可
遇
、
心
賞
更
蹉

」（
張
九
齢
「
雑
詩
五
首
」）、「
…
蜀
相
吟
安
在
、
羊
公
碣
已
磨
、
今
図
猶
寂
寞
、
嘉

会
亦
蹉

」（
張
九
齢
「
登
襄
陽

山
」、「
…
故
人
金
華
省
、
粛
穆
秉
天
機
、
誰
念
江
漢
広
、
蹉

心
事
違
」（
崔
�
「
襄
陽
早
秋
寄
岑
侍
郎
」）
な
ど
。

に
は

や

（
１７
）
『
旧
唐
書
』（
巻
１１６
）
に
「
四
年
正
月
、
検
校
戸
部
尚
書
兼
鄂
州
刺
史
御
史
大
夫
武
昌
軍
節
度
使
。
五
年
七
月
二
十
二
日
、
暴
か
に
疾
み
一
日
に
し
て
鎮

に
卒
す
。
時
に
年
五
十
三
。
尚
書
右
僕
射
を
贈
ら
る
。
子
有
り
道
護
と
曰
ひ
、
時
に
年
三
歳
」
と
い
う
。

ひ
き
ゐ

む
ち
う

（
１８
）
李
陵
自
身
は
蘇
武
へ
の
書
簡
で
、「
五
千
の
衆
を
以
、
十
万
の
軍
に
対
し
、
疲
乏
の
兵
を
策
ち
て
、
新
羈
の
馬
に
当
る
。
…
匈
奴
既
に
敗
れ
、
国
を
挙

ぜ
ん
う

げ
て
師
を
興
し
、
更
に
精
兵
を
練
り
、
強
は
十
万
を
踰
え
、
単
宇
陣
に
臨
み
、
親
し
く
自
ら
合
囲
す
」
と
書
い
て
い
る
。
兵
の
数
は
異
な
る
も
の
の
、
ど

ち
ら
に
し
て
も
李
陵
軍
が
圧
倒
的
な
匈
奴
の
軍
事
力
に
さ
ら
さ
れ
た
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。

し
よ
う
か

ほ
う
え
つ

そ

こ
う

し
ゆ
う
ぼ
つ

と
う
え
い

か

ぎ

（
１９
）
宰
相
の
蕭
何
、
舞
陽
侯
の
は
ん
か
い

、
淮
陰
侯
の
韓
信
、
梁
王
の
彭
越
、
御
史
大
夫
の

ち
ょ
う

錯
、
絳
侯
の
周
勃
、
魏
基
侯
の
竇
嬰
、
太
中
大
夫
の
賈
誼
、
丞
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相
の
周
亜
夫
な
ど
、
才
能
が
あ
り
功
績
の
あ
る
臣
が
捕
縛
さ
れ
て
失
脚
し
、
塩
づ
け
に
さ
れ
た
り
死
刑
に
な
っ
た
り
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

李
陵
は
書
簡
の
な
か
で
、
こ
れ
ら
諸
氏
を
め
ぐ
る
政
局
の
動
静
を
こ
ま
か
く
記
述
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
蘇
武
は
つ
ぶ
さ
に
知
っ
て
い
る
こ
と

が
ら
だ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

（
２０
）
李
善
注
は
、
こ
の
あ
た
り
に
『
論
語
』「
里
仁
」
の
「
徳
孤
な
ら
ず
、
必
ず
鄰
有
り
」
を
引
い
て
い
る
。
敗
北
し
て
匈
奴
に
捕
ら
え
ら
れ
た
罪
は
と
も

か
く
も
、
李
陵
へ
の
評
価
は
分
れ
て
い
た
よ
う
で
、
弁
護
し
て
武
帝
の
怒
り
に
ふ
れ
宮
刑
に
処
せ
ら
れ
た
司
馬
遷
は
、
友
人
で
あ
る
任
安
に
そ
の
時
の
情

じ
ん

況
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
（「
任
少
卿
に
報
ず
る
書
一
首
」）。
任
安
は
衛
太
子
の
叛
乱
に
連
座
し
死
刑
を
宣
告
さ
れ
て
、
獄
中
に
あ
っ

た
。

い
ま

さ
か
づ
き

じ
ゆ

ぶ
ん

…
陵
未
だ
没
せ
ざ
る
時
、
使
ひ
来
た
り
て
報
ず
る
有
れ
ば
、
漢
の
公
卿
王
侯
は
、
皆
觴
を
奉
じ
て
寿
を
上
る
。
後
数
日
、
陵
の
敗
書
聞
せ
ら
る
。

て
う

き

よ
ろ
こ

い
う
く

か
ん
ぱ
い

主
上
は
之
が
為
に
食
味
は
ひ
を
甘
し
と
せ
ず
、
朝
を
聴
い
て
怡
ば
ず
。
大
臣
憂
衢
し
て
、
出
す
所
を
知
ら
ず
。
…
身
は
陥
敗
す
と
雖
も
、
彼
其
の
意

た
う

す
で

い
か
ん

は
い

ま
た
も
つ

あ
ら
は

を
観
る
に
、
且
つ
其
の
当
を
得
て
、
漢
に
報
い
ん
と
欲
す
。
事
已
に
奈
何
と
も
す
可
き
無
し
。
其
の

さ
い

敗
す
る
所
の
功
、
亦
以
て
天
下
に
暴
す
に
足

こ
こ
ろ

ほ
つ

た
ま
た
ま

く
わ
い

む
ね

す
ゐ
げ
ん

し
ゆ

れ
り
と
。
…
僕
は
懐
に
之
を
陳
ぜ
ん
と
欲
す
れ
ど
も
、
未
だ
路
有
ら
ず
。
適
適
召
問
に
会
し
、
即
ち
此
の
指
を
以
て
、
陵
の
功
を
推
言
し
、
以
て
主

じ
や
う

が
い
さ
い

じ

ふ
さ

こ
と
ご
と

さ
と

お
も
へ
ら

じ

し

そ

上
の
意
を
広
め
、
睚
眦
の
辞
を
塞
が
ん
と
欲
す
れ
ど
も
、
未
だ
尽
く
は
明
か
す
能
は
ず
。
明
主
暁
ら
ず
し
て
、
以
為
く
僕
貳
師
を
沮
し
て
、
李
陵
が

い
う
ぜ
い

つ
ひ

け
ん
け
ん

よ
つ

し

つ
ひ

為
に
遊
説
す
と
。
遂
に
理
に
下
せ
り
。
拳
拳
の
忠
、
終
に
自
ら
列
す
る
能
は
ず
。
因
て
上
を
誣
ふ
と
為
し
、
卒
に
吏
議
に
従
ふ
。
…

李
陵
が
奮
闘
し
て
戦
況
を
報
告
し
て
き
た
と
き
に
は
、
大
臣
や
王
侯
た
ち
は
酒
杯
を
あ
げ
て
天
子
の
た
め
に
万
歳
を
し
た
の
に
、
戦
況
が
思
わ
し
く
な

い
報
告
が
届
く
と
、
天
子
は
食
事
が
進
ま
ず
政
務
も
滞
り
が
ち
と
な
り
、
大
臣
た
ち
は
何
を
し
て
よ
い
の
や
ら
わ
か
ら
ぬ
始
末
。
い
か
に
も
李
陵
は
敗
北

し
捕
ら
え
ら
れ
た
の
だ
が
、
そ
の
心
中
を
察
す
る
と
、
き
っ
と
敗
戦
の
罪
を
あ
が
な
う
手
が
ら
を
あ
げ
て
漢
に
報
い
よ
う
と
考
え
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

敗
北
と
い
う
事
実
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
も
の
の
、
李
陵
が
匈
奴
に
果
敢
に
立
ち
向
か
っ
た
功
績
は
、
天
下
に
明
ら
か
に
す
る
に
足
る
も
の
で
は

な
い
か
。
李
陵
の
戦
功
を
推
賞
し
落
胆
す
る
天
子
の
心
を
慰
め
、
群
臣
た
ち
の
非
難
を
封
じ
よ
う
と
し
た
が
、
聡
明
な
（
は
ず
の
）
主
上
は
そ
れ
を
理
解

し
な
い
で
、
わ
た
し
（
司
馬
遷
）
が
弐
師
将
軍
の
邪
魔
を
し
て
李
陵
の
た
め
に
宣
伝
す
る
も
の
と
し
て
、
腐
刑
の
く
だ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
。

さ
と

文
中
の
「
明
主
暁
ら
ず
し
て
」
の
一
言
は
、
義
憤
を
と
も
な
う
強
烈
な
批
判
と
な
っ
て
い
る
。

（
２１
）
遠
国
へ
流
さ
れ
た
子
ら
も
辛
苦
を
な
め
た
だ
ろ
う
が
、
在
京
の
妻
ら
も
ま
た
苦
し
い
暮
ら
し
だ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
あ
た
り
を
「
家
書
を
読
む
」
で
「
…

せ
い
も
ん

う
ゑ
き

か
く

や
ど

を

き
か
ん

か
へ

西
門
の
樹
は
人
に
移
さ
れ
て
去
り
ぬ
、
北
地
の
園
は
客
を
し
て
寄
り
居
ら
し
む
、
…
妻
子
の
飢
寒
の
苦
し
び
を
言
は
ず
、
こ
れ
が
た
め
に
還
り
て
愁
へ
て

六
〇



わ
れ

な
や
ま

な
や
ま

余
を
懊
し
悩
す
な
り
」
と
う
た
っ
て
い
る
。
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
が
趣
味
だ
っ
た
道
真
邸
に
は
、
す
ば
ら
し
い
草
木
が
植
え
て
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
を
生
活

の
た
め
に
売
っ
た
の
で
あ
り
、
北
側
の
園
の
空
き
地
は
人
に
貸
し
て
い
る
と
い
う
の
だ
。

（
２２
）
二
作
を
『
文
選
』
か
ら
引
用
し
て
紹
介
す
る
。

ゑ
ん
ら
く
が
う
い
う

よ

・
宛
洛
佳
遨
游

宛
洛
遨
游
す
る
に
佳
く
、

春
色
満
皇
州

春
色
皇
州
に
満
つ
。

く
る
ま

せ
い
か
う

み
ち

め
ぐ

結
軫
青
郊
路

軫
を
青
郊
の
路
に
結
ら
し
、

み

瞰
蒼
江
流

は
る

か
に
蒼
江
の
流
れ
を
瞰
る
。

じ
つ
く
わ

日
華
川
上
動

日
華
は
川
上
に
動
き
、

風
光
草
際
浮

風
光
草
際
に
浮
ぶ
。

け
い
け
い

桃
李
成
蹊
逕

桃
李
蹊
逕
を
成
し
、

さ
う
ゆ

お
ほ

桑
楡
陰
道
周

桑
楡
道
周
を
陰
ふ
。

こ
と

は
じ

東
都
已
俶
載

東
都
已
に
載
を
俶
む
、

こ
こ

り
よ
く
ち
う

言
帰
望
緑
疇

言
に
帰
り
て
緑
疇
を
望
ま
ん
。

（
巻
３０
「
徐
都
曹
に
和
す
一
首
」）

し
ば
ら

・
薄
遊
第
従
告

薄
遊
し
て
第
く
告
に
従
へ
ば
、

し
づ

や

思
閑
願
罷
帰

思
ひ
閑
か
に
し
て
罷
め
帰
ら
ん
こ
と
を
願
ふ
。

か
へ

還

歌
賦
似

き
ょ
う

に
還
ら
ん
と
す
れ
ば
歌
賦
は
似
る
と
も
、

じ
よ

い
こ

休
汝
車
騎
非

汝
に
休
は
ん
と
す
れ
ば
車
騎
は
非
な
り
。

は

ち

霸
池
不
可
別

霸
池
は
別
る
可
か
ら
ず
、

い
せ
ん

さ

伊
川
難
重
違

伊
川
は
重
ね
て
違
り
難
し
。

て
い
か

い
さ
さ

び

び

汀
葭
稍
靡
靡

汀
葭
は
稍
か
靡
靡
と
し
て
、

か
う

い

い

江

復
依
依

江
た
ん

は
復
た
依
依
た
り
。

田
鶴
遠
相
叫

田
の
鶴
は
遠
く
相
叫
び
、
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す
な

の
か
り

た
ち
ま

沙
鴇
忽
争
飛

沙
の
鴇
は
忽
ち
に
争
ひ
飛
ぶ
。

あ
ら
は

雲
端
楚
山
見

雲
の
端
に
楚
山
見
れ
、

ご
し
う
か
す

林
表
呉
岫
微

林
の
表
に
呉
岫
微
か
な
り
。

せ
い
と

試
与
征
徒
望

試
み
に
征
徒
と
与
に
望
む
れ
ば
、

き
や
う
る
ゐ

う
る
ほ

郷
涙
尽
沾
衣

郷
涙
尽
く
に
衣
を
沾
せ
り
。

み

さ
け

頼
此
盈

酌

此
の

た
る

に
盈
て
る
酌
に
頼
り
、

ふ
く

は
う
ひ

含
景
望
芳
菲

景
を
含
み
て
芳
菲
を
望
む
。

問
我
労
何
事

問
ふ
我
何
事
に
か
労
す
る
と
、

て
ん
も
く

沾
沐
仰
清
徽

沾
沐
し
て
清
徽
を
仰
げ
り
。

け
ん
べ
ん

志
狭
軽
軒
冕

志
は
狭
く
し
て
軒
冕
を
軽
ん
ず
る
も
、

は
な
は
だ

ち
よ
う

し
た

恩
甚
恋
重

恩
は
甚
し
く
し
て
重

ゐ

を
恋
ふ
。

歳
華
春
有
酒

歳
華
に
し
て
春
に
酒
有
れ
ば
、

か
う
ひ

ふ

初
服
偃
郊
扉

初
服
し
て
郊
扉
に
偃
し
な
ん
。

（
巻
２７
「
休
沐
し
て
重
ね
て
還
る
道
中
一
首
」）

「
沾
沐
」
は
天
子
の
恩
沢
に
浴
す
る
こ
と
、「
清
徽
」
は
清
ら
か
で
美
し
い
道
の
こ
と
だ
が
、
こ
こ
で
は
天
子
の
徳
を
い
う
の
だ
ろ
う
。「
軒
冕
」
は
車

と
冠
の
意
で
、
官
位
を
あ
ら
わ
す
。「
重

」
は
天
子
の
重
門
の
意
。
も
と
も
と
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
心
を
つ
か
っ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
み
恵
み
を
受

け
て
、
帝
に
つ
か
え
る
こ
と
。
志
が
せ
ま
い
の
で
、
官
位
な
ど
ほ
し
い
と
は
思
わ
な
い
が
、
天
子
の
威
徳
が
あ
ま
り
に
も
厚
い
の
で
、
宮
廷
が
慕
わ
れ
て

な
ら
な
い
。
春
に
熟
し
た
酒
も
あ
る
こ
と
だ
か
ら
、
都
へ
も
ど
り
、
た
だ
人
と
な
り
、
わ
が
家
で
暮
ら
し
た
い
、
と
。
道
真
の
心
情
に
似
る
。

（
２３
）
引
用
は
、
山
田
勝
美
氏
『
論
衡
』
（
新
釈
漢
文
大
系
）
に
よ
る
。
王
充
は
後
漢
の
光
武
帝
の
建
武
三
年
（
二
七
）
に
生
れ
、
和
帝
の
永
元
八
年
（
九
六
）

七
〇
歳
か
ら
七
八
歳
ま
で
の
あ
い
だ
に
没
し
た
と
い
わ
れ
る
。
日
本
へ
の
伝
来
は
、
い
つ
の
時
代
だ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。
書
名
が
具
体
的
に
残
る
は
、

寛
平
年
間
に
作
ら
れ
た
藤
原
佐
保
の
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
で
、「
論
衡
三
十
巻
。
後
漢
徴
士
王
苑
撰
」
と
見
え
る
。

六
二


