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父
と
子

─
蘇
軾
・
陸
游
の
詩
に
お
け
る
「
孝
」
を
め
ぐ
っ
て

一

生
き
か
は
り
死
に
か
は
り
し
て
打
つ
田
か
な
（
村
上
鬼
城
）

　

中
国
に
お
い
て
「
孝
」
の
道
徳
観
念
が
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を

果
た
し
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
桑
原
隲
蔵
『
中
国
の
孝

道（
（
（

』
の
冒
頭
の
一
文
に
も
「
孝
道
は
中
国
の
国
本
で
、
又
そ
の
国
粋

で
あ
る
」
と
あ
る
。
詩
の
な
か
に
も
「
孝
」
は
し
ば
し
ば
表
現
さ
れ

て
い
る
。
本
稿
で
は
、
宋
代
を
代
表
す
る
ふ
た
り
の
文
人
、
北
宋
の

蘇
軾
（
一
〇
三
六
─
一
一
〇
一
）
と
南
宋
の
陸
游
（
一
一
二
五
─
一
二
一
〇
）

の
詩
を
取
り
あ
げ
、そ
こ
に
表
現
さ
れ
た
「
孝
」
の
性
格
に
つ
い
て
、

両
者
を
比
較
し
な
が
ら
若
干
の
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

一
　
蘇
軾
と
陸
游

　

な
ぜ
蘇
軾
と
陸
游
と
を
関
連
づ
け
て
論
ず
る
の
か
。
た
だ
単
に
著

父
と
子

─
蘇
軾
・
陸
游
の
詩
に
お
け
る
「
孝
」
を
め
ぐ
っ
て

浅　

見　

洋　

二

名
な
ふ
た
り
の
文
人
を
無
造
作
に
結
び
つ
け
て
い
る
だ
け
と
見
え
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
両
者
を
関
連
づ
け
る
に
は
理
由
が
な
い
わ
け
で

は
な
い
。
ふ
た
り
の
詩
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
深
く
共
鳴
す
る
と
こ

ろ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
蘇
軾
を
敬
愛
す
る
陸
游
は
蘇
軾
か
ら
多
く

を
学
び
、
吸
収
し
た
の
だ
ろ
う
。
蘇
軾
詩
の
表
現
が
陸
游
詩
に
継
承

さ
れ
た
と
お
ぼ
し
き
例
は
き
わ
め
て
多
く
見
ら
れ
る
。

　

一
例
と
し
て
、
こ
こ
で
は
蘇
軾
「
六
月
二
十
日
、
夜
渡
海
（
六
月

二
十
日
、
夜 

海
を
渡
る
）」（『
蘇
文
忠
公
詩
合
注
』
巻
四
三（

（
（

）
と
陸
游
「
初

離
興
元
（
初
め
て
興
元
を
離
る
）」（『
剣
南
詩
稿
校
注
』
巻
三（

（
（

）
と
を
並
べ

て
読
ん
で
み
た
い
。
蘇
軾
の
詩
は
次
の
よ
う
に
う
た
わ
れ
る
。

参
横
斗
転
欲
三
更　

 

参
横
た
わ
り
斗
転
じ
て
三
更
な
ら
ん
と
欲
す

苦
雨
終
風
也
解
晴　

苦
雨　

終
風　

也ま

た
解よ

く
晴
る

雲
散
月
明
誰
点
綴　

雲
散
じ
月
明
ら
か
に
し
て
誰
か
点
綴
せ
ん

天
容
海
色
本
澄
清　

天
容　

海
色　

本
よ
り
澄
清
な
り
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空
餘
魯
叟
乗
桴
意　

空
し
く
餘
す　

魯
叟　

桴
に
乗
ず
る
意

粗
識
軒
轅
奏
楽
声　

粗ほ

ぼ
識し

る　

軒
轅　

楽
を
奏
す
る
声

九
死
南
荒
吾
不
恨　

南
荒
に
九
死
す
と
も
吾
は
恨
ま
ず

茲
遊
奇
絶
冠
平
生　

茲
の
遊
の
奇
絶
な
る
こ
と
平
生
に
冠
た
り

参
宿
は
横
た
わ
り
北
斗
星
は
め
ぐ
っ
て
深
夜
に
な
ろ
う
と
す
る
今
、
長
く

つ
づ
い
た
雨
や
風
も
す
っ
か
り
収
ま
っ
た
。
雲
が
消
え
月
が
輝
き
、
空
に

は
何
ひ
と
つ
妨
げ
る
も
の
は
な
く
、
天
も
海
も
本
来
の
姿
を
取
り
も
ど
し
、

清
ら
か
に
澄
み
わ
た
る
。
魯
の
翁
（
孔
子
）
の
よ
う
に
桴い
か
だに
乗
っ
て
海
に

浮
か
び
、
化
外
の
民
を
教
化
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
は
か
な
わ
ぬ
ま
ま
。

し
か
し
、
か
つ
て
軒
轅
氏
が
奏
で
た
古
楽
の
何
た
る
か
を
、
お
お
よ
そ
は

理
解
で
き
た
。
南
の
果
て
に
死
に
か
け
た
こ
と
を
恨
み
は
す
ま
い
。
こ
の

た
び
の
旅
の
す
ば
ら
し
い
こ
と
、わ
が
人
生
最
高
の
も
の
だ
っ
た
の
だ
か
ら
。

　

晩
年
の
元
符
三
年
（
一
一
〇
〇
）、
海
南
島
へ
の
貶
謫
を
解
か
れ
北

へ
と
向
か
っ
て
海
を
渡
る
と
き
の
作
。
実
際
は
悲
惨
極
ま
り
な
い

日
々
を
送
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
あ
え
て
そ
れ
を
「
奇
絶
」、
素
晴

ら
し
き
日
々
で
あ
っ
た
と
言
い
な
す
。
蘇
軾
な
ら
で
は
の
楽
観
主
義

が
鮮
や
か
に
表
現
さ
れ
た
作
で
あ
る
。

　

一
方
、
陸
游
の
詩
は
次
の
よ
う
に
う
た
わ
れ
る
。

夢
裏
何
曾
有
去
来　

夢
裏　

何
ぞ
曾
て
去
来
す
る
こ
と
有
ら
ん

高
城
無
奈
角
声
哀　

高
城　

角
声
の
哀
し
き
を
奈い
か
んと
も
す
る
無
し

連
林
秋
葉
吹
初
尽　

林
を
連
ぬ
る
秋
葉　

吹
き
て
初
め
て
尽
き

満
路
寒
泥
蹋
欲
開　

路
に
満
つ
る
寒
泥　

蹋
み
て
開
か
ん
と
欲
す

笠
沢
決
帰
猶
小
憩　

 

笠
沢　

帰
ら
ん
と
決
す
る
も
猶
お
小し
ば

し
憩

わ
ん
と
す

錦
城
未
到
莫
軽
回　

 

錦
城　

未
だ
到
ら
ざ
れ
ば
軽
か
る
が
るし
く
回か
え

る
莫

か
れ

炊
菰
斫
膾
明
年
事　

菰ま
こ
もを

炊
き
膾な
ま
すを

斫き

る
は
明
年
の
事

却
憶
斯
遊
亦
壮
哉　

 

却
っ
て
憶お
も

わ
ん　

斯
の
遊
も
亦
た
壮
な
る

哉
と

こ
れ
ま
で
夢
に
も
興
元
の
地
を
立
ち
去
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
高
く
聳

え
る
城
壁
か
ら
聞
こ
え
る
角つ
の
ぶ
え笛

の
音
の
悲
し
さ
は
い
か
ん
と
も
し
が
た

い
。
い
ち
め
ん
の
木
々
を
埋
め
つ
く
す
秋
の
葉
は
風
に
吹
か
れ
て
散
り
果

て
、
ぬ
か
る
ん
だ
路
に
ひ
ろ
が
る
冷
た
い
泥
を
踏
み
分
け
て
進
む
。
故
郷

の
笠
沢
に
帰
ろ
う
と
心
に
決
め
て
い
る
が
、
し
ば
ら
く
は
異
郷
に
と
ど
ま

ろ
う
。
錦
城
に
た
ど
り
着
か
ぬ
ま
ま
に
、
あ
っ
さ
り
と
帰
る
わ
け
に
は
い

か
な
い
。
故
郷
に
帰
っ
て
菰ま
こ
もを
炊
き
膾
を
刻
む
の
は
来
年
の
こ
と
。
そ
の

と
き
振
り
返
っ
て
思
え
ば
、
こ
の
た
び
の
旅
も
ま
た
壮
大
な
も
の
と
感
じ

ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

乾
道
八
年
（
一
一
七
二
）、
興
元
府
南
鄭
（
陝
西
漢
中
）
に
置
か
れ
た

四
川
宣
撫
使
の
幕
府
が
解
散
と
な
っ
た
た
め
、
そ
の
属
官
を
つ
と
め

て
い
た
陸
游
は
や
む
な
く
成
都
に
向
か
う
。
本
詩
は
、
そ
の
と
き
の

作
。
金
に
支
配
さ
れ
る
北
方
領
土
の
奪
還
を
め
ざ
し
て
憂
国
の
念
を



父
と
子

─
蘇
軾
・
陸
游
の
詩
に
お
け
る
「
孝
」
を
め
ぐ
っ
て

三

昂
ぶ
ら
せ
て
い
た
陸
游
は
、
い
わ
ば
梯
子
を
は
ず
さ
れ
た
か
っ
こ
う

と
な
り
、
悲
嘆
や
鬱
屈
を
抱
え
た
ま
ま
に
旅
立
つ
こ
と
と
な
っ
た
。

だ
が
、陸
游
は
そ
の
悲
嘆
や
鬱
屈
の
な
か
に
打
ち
沈
む
の
で
は
な
く
、

最
終
的
に
は
そ
れ
を
楽
観
へ
と
転
じ
て
ゆ
く
。
末
句
の「
斯
遊
亦
壮
」

は
、
蘇
軾
の
「
茲
遊
奇
絶
」
を
意
識
し
つ
つ
楽
観
主
義
的
な
感
慨
を

表
現
し
た
も
の
と
見
な
し
て
い
い
だ
ろ
う
。

　

蘇
軾
以
後
の
宋
代
の
詩
に
は
、
深
浅
の
差
こ
そ
あ
れ
、
広
く
蘇
軾

の
影
響
を
見
て
取
れ
る
。
杜
甫
以
後
の
詩
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
に
杜

甫
の
血
が
流
れ
て
い
る
よ
う
に
、
蘇
軾
以
後
の
詩
に
は
蘇
軾
の
血
が

流
れ
て
い
る
。
ど
こ
を
切
っ
て
も
蘇
軾
の
血
が
溢
れ
出
す
と
言
っ
て

も
い
い
だ
ろ
う
。
な
か
で
も
陸
游
は
最
も
多
く
蘇
軾
の
血
を
受
け
継

い
だ
詩
人
で
あ
る
。
凡
庸
な
詩
人
で
あ
れ
ば
見
過
ご
し
か
ね
な
い
よ

う
な
蘇
軾
詩
の
独
創
性
を
鋭
敏
に
感
じ
取
り
、
そ
れ
を
自
ら
の
詩
に

積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

二
　「
孝
」
─
父
母
へ
の
敬
慕
・
感
謝

　

蘇
軾
や
陸
游
の
詩
に
「
孝
」
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
。

こ
こ
で
は
陸
游
の
詩
を
例
に
見
て
お
こ
う
。
蘇
軾
で
は
な
く
陸
游
の

詩
を
あ
げ
る
の
は
、
蘇
軾
に
比
べ
て
陸
游
の
方
が
「
孝
」
を
正
面
か

ら
受
け
と
め
、
手
厚
く
熱
心
に
う
た
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
陸
游
「
寒
食
省
九
里
大
墓
（
寒
食　

九
里
の
大
墓
を
省か

え
りみ
る
）」

（
巻
二
二
）
を
読
ん
で
み
よ
う
。
紹
熙
二
年
（
一
一
九
一
）、
六
十
七
歳

の
陸
游
が
紹
興
南
郊
の
九
里
山
に
あ
る
一
族
の
墓
を
参
拝
し
た
と
き

の
作
で
あ
る
。

陌
上
簫
声
正
売
餳　

陌
上　

簫
声　

正
に
餳あ
め

を
売
る

籃
輿
兀
兀
雨
冥
冥　

籃
輿　

兀
兀
と
し
て
雨
冥
冥
た
り

人
来
平
野
一
点
白　

人　

平
野
に
来き
た

る　

一
点
の
白

山
圧
乱
雲
千
畳
青　

山　

乱
雲
を
圧
す　

千
畳
の
青

石
馬
朱
門
松
下
路　

石
馬　

朱
門　

松
下
の
路

凍
齏
冷
飯
柳
陰
亭　

凍
齏　

冷
飯　

柳
陰
の
亭

華
顛
尚
記
児
童
日　

華
顛　

尚
お
記
す　

児
童
た
り
し
日

撫
事
興
懐
涕
自
零　

事
を
撫
し
て
懐お
も

い
を
興お
こ

せ
ば
涕
自
ら
零お

つ

路
傍
で
は
笛
の
音
と
と
も
に
水
飴
が
売
ら
れ
て
い
る
。
輿こ

し

は
ゆ
ら
ゆ
ら
と

揺
れ
、雨
は
小
暗
く
降
り
込
め
る
。
墓
参
の
人
は
ひ
と
つ
の
白
い
点
と
な
っ

て
遠
く
野
原
を
歩
み
、
山
は
幾
重
に
も
青
を
重
ね
て
乱
れ
飛
ぶ
雲
に
の
し

か
か
る
。
石
の
馬
、
朱
塗
り
の
門
、
松
に
覆
わ
れ
た
道
。
凍し

み
た
漬
物
、

冷
え
た
飯
、
柳
の
蔭か
げ

の
亭

あ
ず
ま
や。
白
髪
頭
と
な
っ
た
今
も
子
ど
も
の
頃
を
覚
え

て
い
る
。
思
い
出
を
振
り
返
れ
ば
募
る
思
い
に
胸
を
衝
か
れ
、
涙
が
知
ら

ず
溢
れ
る
。

　

末
尾
の
二
句
に
お
い
て
、
陸
游
は
子
供
の
頃
を
思
い
起
こ
し
て
涙

を
流
し
て
い
る
。
な
ぜ
、
子
供
の
頃
を
思
い
起
こ
し
て
涙
を
流
す
の
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か
。
そ
れ
は
、
自
分
を
産
み
育
て
て
く
れ
た
父
母
の
労
苦
を
思
う
か

ら
で
あ
る
。
子
と
し
て
は
父
母
の
労
苦
に
報
い
た
い
と
願
う
が
、
し

か
し
今
や
父
母
は
亡
く
、そ
れ
は
か
な
わ
な
い
。
そ
の
た
め
陸
游
は
、

父
母
ら
が
眠
る
墓
を
前
に
し
て
感
謝
と
悔
恨
の
入
り
混
じ
っ
た
涙
を

流
す
。
本
詩
が
述
べ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
涙
で
あ
る
。

　

同
様
の
涙
は
、「
生
日
子
聿
作
五
字
詩
十
首
為
寿
。
追
懐
先
親
、

泫
然
有
作
（
生
日　

子し
い
つ聿

五
字
の
詩
十
首
を
作
り
て
寿
と
為
す
。
先
親
を
追
懐

し
て
、
泫
然
と
し
て
作
る
有
り
）」（
巻
四
八
）
に
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。

嘉
泰
元
年
（
一
二
〇
一
）、
七
十
八
歳
の
生
日
を
迎
え
た
陸
游
は
、
末

子
の
子
聿
（
こ
の
と
き
二
十
四
歳
）
か
ら
祝
福
さ
れ
、
泫
然
と
し
て
涙

を
流
す
。
そ
の
と
き
の
感
慨
が
次
の
よ
う
に
う
た
わ
れ
る
。

我
生
尚
及
宣
和
末　

我
生
ず
る
こ
と
尚
お
宣
和
の
末
に
及
び

頒
暦
頻
驚
歳
月
移　

暦
を
頒わ
か
か
ち
て
頻
り
に
歳
月
の
移
る
に
驚
く

負
米
養
親
無
復
日　

 

米
を
負
い
て
親
を
養
う
に
日
を
復ふ
た

た
び
す

る
無
く

蓼
莪
廢
講
豈
勝
悲　

 

蓼り
く
が莪　

講
ず
る
を
廃
す
る
も
豈
に
悲
し
む

に
勝た

え
ん
や

渡
江
百
口
今
誰
在　

江
を
渡
り
し
百
口　

今　

誰
か
在
る

抱
恨
終
身
秪
自
知　

恨
み
を
抱
く
こ
と
終
身　

秪た

だ
自
ら
知
る

文
字
虚
名
何
足
道　

文
字
の
虚
名　

何
ぞ
道い

う
に
足
ら
ん

樽
前
媿
汝
十
章
詩　

樽
前　

汝
の
十
章
の
詩
に
媿は

ず

わ
た
し
が
生
ま
れ
た
の
は
ま
だ
宣
和
と
呼
ば
れ
た
御
代
の
末
年
、
そ
れ
か

ら
新
年
の
暦
が
幾
度
と
な
く
下
賜
さ
れ
歳
月
の
移
り
変
わ
り
に
驚
く
。
も

う
い
ち
ど
親
に
食
べ
さ
せ
る
た
め
の
米
を
背
負
っ
て
運
び
た
い
と
願
っ
て

も
、
も
は
や
時
は
も
ど
ら
な
い
。
父
母
へ
の
思
い
を
う
た
っ
た
「
蓼
莪
」

に
つ
い
て
講
ず
る
の
を
や
め
た
と
し
て
も
、
や
は
り
親
の
苦
労
が
思
い
出

さ
れ
て
悲
し
み
に
耐
え
な
い
。
長
江
を
渡
っ
て
南
に
逃
れ
た
我
が
陸
氏
一

族
の
百
人
あ
ま
り
、
い
っ
た
い
誰
が
生
き
な
が
ら
え
て
い
よ
う
。
一
生
、

後
悔
の
念
を
抱
き
つ
づ
け
る
胸
の
う
ち
、
自
分
の
ほ
か
に
わ
か
っ
て
く
れ

る
人
は
い
な
い
。
文
章
で
得
た
虚
名
な
ど
、
取
り
立
て
て
言
う
に
は
値
し

な
い
。
祝
い
の
酒
樽
を
前
に
お
前
の
十
篇
の
詩
を
聞
か
さ
れ
て
恥
じ
入
る

ば
か
り
。

　
「
負
米
」
一
句
は
、
孔
子
の
弟
子
子
路
の
故
事
を
踏
ま
え
る
。
子

路
は
若
く
貧
し
か
っ
た
と
き
、
親
に
食
べ
さ
せ
よ
う
と
遠
く
米
を
背

負
っ
て
運
ん
だ
。
そ
の
後
、
出
世
し
て
生
活
に
は
困
ら
な
く
な
っ
た

が
、
す
で
に
親
は
亡
く
「
も
う
一
度
、
親
の
た
め
に
米
を
背
負
っ
て

運
び
た
い
と
願
っ
て
も
、そ
れ
は
か
な
わ
な
い
」と
嘆
い
た
。「
蓼
莪
」

一
句
は
、
晋
の
王
裒
の
故
事
を
踏
ま
え
る
。
王
裒
は
、
弟
子
た
ち
に

『
詩
経
』
を
講
じ
た
と
き
、
小
雅
「
蓼
莪
」
の
「
哀
哀
父
母
、
生
我

劬
労
（
哀
哀
た
る
父
母
、
我
を
生
じ
て
劬
労
す
）」
と
い
う
詩
句
に
話
が
及

ぶ
と
涙
を
流
し
た
。
そ
の
た
め
、
弟
子
た
ち
は
二
度
と
「
蓼
莪
」
に

触
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
「
孝
」
を
め
ぐ
る
ふ
た
つ



父
と
子

─
蘇
軾
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陸
游
の
詩
に
お
け
る
「
孝
」
を
め
ぐ
っ
て

五

の
故
事
を
あ
げ
た
う
え
で
、
後
半
の
四
句
に
お
い
て
陸
游
は
、
亡
き

両
親
を
思
い
起
こ
し
て
感
慨
に
ふ
け
り
、
孝
養
を
尽
く
せ
な
か
っ
た

我
が
身
を
羞
じ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
陸
游
が
亡
き
父
母
を
思
い
起
こ
す
の
は
、
息
子
か
ら
生
日

を
祝
わ
れ
た
こ
と
が
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
我
が
子
の
自
己
に
対
す

る
「
孝
」
に
触
発
さ
れ
て
、
自
己
の
父
母
に
対
す
る
「
孝
」
に
思
い

を
め
ぐ
ら
す
。
同
じ
こ
と
が
、
遙
か
遠
い
過
去
か
ら
繰
り
返
さ
れ
て

き
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
未
来
に
わ
た
っ
て
永
く
繰
り
返
さ
れ
て
ゆ
く

だ
ろ
う
。
こ
こ
に
見
て
取
れ
る
の
は
、言
う
な
れ
ば
「
孝
」
の
連
鎖
・

連
続
で
あ
る
。「
孝
」
な
る
徳
目
は
、
世
代
を
超
え
て
つ
づ
く
連
鎖

を
そ
の
本
質
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
連
鎖
を
根
源
か
ら
支
え

て
い
る
の
が
「
血
脈
」
す
な
わ
ち
「
血
の
連
鎖
」
で
あ
る（

（
（

。
本
詩
が
、

な
か
ば
陸
游
自
身
の
意
図
を
超
え
る
か
た
ち
で
露あ
ら

わ
に
し
て
い
る
の

は
、「
孝
」
道
徳
を
支
え
る
「
血
の
連
鎖
」
の
根
源
性
で
あ
る
と
言
っ

て
も
い
い
だ
ろ
う
。

三
　
父
と
子
の
光
景

　
　
─
読
書
す
る
子
と
そ
れ
を
見
守
る
父

　

い
ま
述
べ
た
点
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
も
、
本
稿
で
は
以
下
、

中
国
の
詩
に
う
た
わ
れ
た
「
父
と
子
が
寄
り
添
う
光
景
」、特
に
「
子

が
父
の
傍
ら
で
書
物
を
朗
誦
し
、
そ
れ
を
父
が
見
守
る
光
景
」
を
う

た
っ
た
詩
を
取
り
あ
げ
て
検
討
し
て
み
た
い
。

　

読
書
す
る
子
を
見
守
る
父
の
姿
は
、
近
年
の
日
本
の
映
画
に
も
表

現
さ
れ
て
い
る
。『
た
そ
が
れ
清
兵
衛（

（
（

』
の
冒
頭
近
く
、
妻
を
亡
く

し
た
貧
し
い
下
級
武
士
の
主
人
公
井い
ぐ
ち
せ
い
べ
え

口
清
兵
衛
が
夜
に
内
職
の
虫
籠

作
り
を
し
て
い
る
傍
ら
で
、
幼
い
娘
が
『
論
語
』
学
而
篇
を
素
読
す

る
場シ
ー
ン面

が
あ
る
。
そ
こ
で
の
父
と
娘
の
対
話
を
あ
げ
よ
う（

（
（

。

娘
： 

子
曰の
た
まわ

く
、
千
乗
の
国
に
道
す
る
に
、
事
を
敬
し
て
而
し

て
信
、
…
…
。

父
： 

い
ま
読
ん
で
い
る
の
は
『
論
語
』
で
は
ね
え
か
。
い
つ
か

ら
そ
れ
を
始
め
た
よ
。

娘
： 

先
月
の
終
わ
り
か
ら
。
お
師
匠
は
ん
が
、
こ
れ
か
ら
は
、

お
な
ご
も
学
問
し
ね
ば
だ
め
だ
っ
て
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
。

父
： 

そ
れ
は
え
え
こ
と
だ
。
お
れ
も
子
供
の
こ
ろ
何
度
も
何
度

も
読
ん
だ
さ
け
、
な
つ
か
し
の
。

　
　

…
…
（
中
略
）
…
…

父
：
ほ
れ
、
素
読
つ
づ
け
れ
。

娘
：
曾
子
曰
く
、
吾
日
に
三
た
び
、
…
…
。

父
：
吾
が
身
を
省
み
る
。

父
、途
中
か
ら
娘：人
の
た
め
に
謀
っ
て
而
し
て
忠
な
ら
ざ
る
か
。

　

娘
が
書
物
を
朗
誦
す
る
の
を
、
父
親
が
傍
ら
で
聴
き
な
が
ら
い
と

お
し
げ
に
見
守
り
、
と
き
に
は
一
緒
に
朗
誦
す
る
光
景
。
貧
し
い
な
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が
ら
も
学
問
に
敬
意
を
抱
く
家
庭
の
暮
ら
し
の
一
齣
が
表
現
さ
れ
た

場
面
で
あ
り
、
我
々
の
多
く
は
こ
こ
に
あ
る
種
の
好
ま
し
さ
を
感
じ

る
こ
と
だ
ろ
う
。
中
国
の
詩
に
、
こ
の
よ
う
な
父
と
子
の
光
景
が
う

た
わ
れ
る
の
は
い
つ
頃
か
ら
だ
ろ
う
か
。

　

父
と
子
（
息
子
）
が
寄
り
添
う
家
庭
内
の
光
景
が
中
国
の
詩
に
う

た
わ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
古
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
中

国
の
文
人
が
自
ら
の
子
を
詩
に
う
た
う
の
は
、
き
わ
め
て
稀
で
あ
っ

た
。
そ
の
種
の
詩
は
、
お
そ
ら
く
陶
淵
明
の
作
を
嚆
矢
と
す
る
。
陶

淵
明
「
和
郭
主
簿
（
郭
主
簿
に
和
す
）
二
首
」
其
一（

（
（

に
は

弱
子
戯
我
側　
　

弱
子　

我
が
側
に
戯
れ

學
語
未
成
音　
　

語
を
学
び
て
未
だ
音
を
成
さ
ず

幼
子
は
傍
ら
で
遊
び
戯
れ
、
言
葉
を
話
し
始
め
た
ば
か
り
で
た
ど
た
ど
し

く
意
味
も
な
さ
な
い
。

と
あ
っ
て
、
幼
子
が
自
分
の
傍
で
遊
ぶ
光
景
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。

　

陶
淵
明
の
後
、
自
ら
の
子
を
多
く
詩
に
う
た
っ
た
の
は
唐
の
杜
甫

で
あ
る
。
杜
甫
「
進
艇
（
艇
を
進
む（

（
（

）」
に
は

昼
引
老
妻
乗
小
艇　

昼
に
老
妻
を
引
き
て
小
艇
に
乗
り

晴
看
稚
子
浴
清
江　

晴
る
れ
ば
稚
子
の
清
江
に
浴
す
る
を
看
る

昼
は
老
い
た
妻
を
伴
っ
て
小
舟
に
乗
り
、
晴
れ
わ
た
る
空
の
も
と
幼
子
が

澄
ん
だ
川
の
水
に
遊
ぶ
の
を
眺
め
る
。

と
あ
っ
て
、
水
遊
び
す
る
我
が
子
を
見
守
る
光
景
が
う
た
わ
れ
て
い

る
。

　

陶
淵
明
や
杜
甫
の
詩
に
う
た
わ
れ
て
い
る
の
は
、
無
邪
気
に
遊
び

戯
れ
る
子
供
で
あ
っ
て
、
読
書
に
勤
し
む
子
供
で
は
な
い
。
陶
淵
明

も
杜
甫
も
、
官
界
で
成
功
で
き
な
か
っ
た
文
人
、
つ
ま
り
読
書
が
実

を
結
ば
な
か
っ
た
文
人
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
自
ら
を
か
か
る
脱
落
者

と
し
て
と
ら
え
て
お
り
、
そ
れ
を
自
嘲
的
に
表
現
し
て
い
た
。
そ
の

意
味
で
は
、
彼
ら
の
詩
に
う
た
わ
れ
る
子
供
が
書
物
を
読
む
子
供
で

は
な
く
遊
び
戯
れ
る
子
供
で
あ
っ
た
の
は
、
決
し
て
偶
然
で
は
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
彼
ら
の
人
生
や
そ
の
な
か
で
培
わ
れ

た
心
性
が
そ
の
よ
う
な
子
供
像
を
招
き
寄
せ
た
と
言
う
べ
き
か
も
し

れ
な
い
。

　

父
親
の
傍
ら
で
幼
子
が
読
書
す
る
光
景
。
こ
の
種
の
光
景
を
う

た
っ
た
最
初
期
の
詩
人
が
白
居
易
で
あ
る
。「
自
詠
老
身
、
示
諸
家

属
（
自
ら
老
身
を
詠
じ
、
諸こ

れ

を
家
属
に
示
す（

（
（

）」
は
次
の
よ
う
に
う
た
わ
れ

て
い
る
。

寿
及
七
十
五　
　

寿
は
七
十
五
に
及
び

俸
霑
五
十
千　
　

俸
は
五
十
千
を
霑う
る
おす

夫
妻
偕
老
日　
　

夫
妻　

偕
老
の
日

甥
姪
聚
居
年　
　

甥
姪　

聚
居
の
年

　
　

…
…
（
中
略
）
…
…

置
榻
素
屏
下　
　

榻
を
素
屏
の
下
に
置
き
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─
蘇
軾
・
陸
游
の
詩
に
お
け
る
「
孝
」
を
め
ぐ
っ
て

七

移
炉
青
帳
前　
　

炉
を
青
帳
の
前
に
移
す

書
聴
孫
子
読　
　

書
は
孫
子
の
読
む
を
聴
き

湯
看
侍
児
煎　
　

湯
は
侍
児
の
煎に

る
を
看
る

走
筆
還
詩
債　
　

筆
を
走
ら
せ
て
詩
債
を
還か
え

し

抽
衣
当
薬
銭　
　

衣
を
抽ぬ

き
て
薬
銭
に
当
つ

支
分
閑
事
了　
　

閑
事
を
支
分
し
了お
わ

れ
ば

爬
背
向
陽
眠　
　

背
を
爬か

き
陽ひ

に
向
か
い
て
眠
る

老
い
て
齢よ

わ
いは
七
十
五
、
俸
禄
は
五
十
貫
。
夫
婦
は
長
く
添
い
遂
げ
、
甥
た

ち
が
寄
り
添
っ
て
暮
ら
す
。
…
…
長
椅
子
を
白
地
の
衝
立
の
も
と
に
置
き
、

火
鉢
を
青
い
帳
の
前
に
持
ち
出
す
。
孫
た
ち
が
本
を
読
む
の
に
耳
を
傾
け
、

僮
僕
が
湯
を
沸
か
す
の
を
見
守
る
。
筆
を
走
ら
せ
て
酬
詩
の
責
め
を
果
た

し
、
衣
を
取
り
出
し
質
に
入
れ
て
薬
代
に
あ
て
る
。
た
わ
い
も
な
い
雑
事

を
す
ま
せ
る
と
、
背
中
を
か
き
な
が
ら
日
な
た
で
う
た
た
寝
を
す
る
。

　

満
ち
足
り
た
老
後
の
暮
ら
し
を
う
た
う
な
か
「
書
は
孫
子
の
読
む

を
聴
く
」
と
あ
っ
て
、
幼
い
孫
た
ち
が
読
書
す
る
声
に
耳
を
傾
け
る

白
居
易
自
身
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。『
た
そ
が
れ
清
兵
衛
』
に
描

か
れ
て
い
た
の
は
下
級
武
士
の
家
庭
の
光
景
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
は

エ
リ
ー
ト
士
大
夫
の
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
両
者
の
間
に
は
異

な
る
点
も
あ
る
が
、
書
物
に
親
し
む
幼
子
を
好
ま
し
げ
に
見
つ
め
る

家
長
の
慈
愛
に
満
ち
た
ま
な
ざ
し
が
表
現
さ
れ
て
い
る
点
で
は
共
通

し
て
い
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
家
庭
の
光
景
は
、
宋
代
の
詩
に
は
広
く
う
た
わ
れ
る

よ
う
に
な
る
。
蘇
軾
や
陸
游
の
詩
に
も
う
た
わ
れ
て
お
り
、
特
に
陸

游
の
詩
に
は
き
わ
め
て
多
く
の
例
が
見
え
る
。
こ
こ
で
は
陸
游
の
詩

句
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
み
よ
う
。
例
え
ば
「
阻
風
（
風
に
阻は

ば

ま
る
）」（
巻

一
〇
）
に欲

去
不
得
発　
　

去
ら
ん
と
欲
す
る
も
発
す
る
を
得
ず

臥
対
青
灯
幽　
　

臥
し
て
対
す　

青
灯
の
幽
な
る
に

聴
児
誦
離
騷　
　

児
の
離
騷
を
誦
す
る
を
聴
け
ば

可
以
散
我
愁　
　

以
て
我
が
愁
い
を
散
ず
べ
し

旅
路
を
先
に
進
も
う
と
し
て
も
出
発
で
き
ず
、
寝
転
ん
で
灯
火
の
青
く
暗

い
炎
に
向
き
合
う
。
息
子
が
「
離
騒
」
を
朗
読
す
る
の
を
聞
け
ば
、
わ
が

愁
い
も
晴
れ
る
。

「
燕
堂
春
夜
」（
巻
一
八
）
に

映
月
疎
梅
入
簾
影　

月
に
映
ず
る
疎
梅　

簾
に
入
る
影

読
書
稚
子
隔
窓
声　

書
を
読
む
稚
子　

窓
を
隔
つ
る
声

月
明
か
り
に
映
し
出
さ
れ
た
疎
ら
な
梅
の
影
が
簾
越
し
に
見
え
、
本
を
読

む
幼
子
の
声
が
窓
の
向
こ
う
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
。

「
睡
覚
聞
児
子
読
書
（
睡
り
よ
り
覚
め
て
児
子
の
書
を
読
む
を
聞
く
）」（
巻

二
五
）
に夢

回
聞
汝
読
書
声　

夢
よ
り
回か
え
り
て
汝
の
書
を
読
む
声
を
聞
け
ば

如
聴
簫
韶
奏
九
成　

簫
韶　

九
成
を
奏
す
る
を
聴
く
が
如
し



八

國
學
院
中
國
學
會
報
　
第
六
十
八
輯

夢
か
ら
覚
め
る
と
お
ま
え
の
本
を
読
む
声
が
聞
こ
え
て
き
た
。
ま
る
で
舜

帝
の
作
ら
れ
た
楽
曲
の
完
奏
を
聴
く
か
の
よ
う
。

「
白
髪
」（
巻
二
六
）
に

自
憐
未
廃
詩
書
業　

自
ら
憐
れ
む　

未
だ
詩
書
の
業
を
廃
せ
ず

父
子
蓬
窓
共
一
灯　

父
子　

蓬
窓　

一
灯
を
共
に
す
る
を

あ
わ
れ
に
も
学
問
を
や
め
ら
れ
ず
、
父
と
子
と
で
粗
末
な
家
で
灯
火
ひ
と

つ
を
共
に
す
る
。

「
乞
奉
祠
未
報
、
食
且
不
継
（
祠
を
奉
る
を
乞
う
も
未
だ
報
ぜ
ら
れ
ず
、
食　

且ま
さ

に
継
が
ざ
ら
ん
と
す
）」（
巻
三
〇
）
に

出
戸
風
霜
欺
短
褐　

戸
を
出
づ
れ
ば
風
霜　

短
褐
を
欺あ
な
どり

読
書
父
子
共
昏
灯　

書
を
読
む
父
子　

昏
灯
を
共
に
す

家
を
出
る
と
霜
を
降
ら
せ
る
冷
た
い
風
に
粗
末
な
短
衣
を
も
て
あ
そ
ば
れ

て
身
は
凍
え
る
あ
り
さ
ま
。
本
を
読
む
父
と
子
は
薄
暗
い
灯
火
を
共
に
す

る
。

な
ど
と
あ
っ
て
、
我
が
子
が
読
書
す
る
の
に
耳
を
傾
け
る
父
、
我
が

子
と
共
に
読
書
す
る
父
と
し
て
の
自
己
の
姿
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
種
の
詩
句
は
、
陸
游
の
詩
に
は
枚
挙
に
暇
な
い
が
、
も
う
一
首

「
与
子
虡
子
坦
坐
亀
堂
後
東
窓
偶
書
（
子
虡
・
子
坦
と
与と

も

に
亀
堂
の
後
の

東
窓
に
坐
し
て
偶た
ま
たま
書
す
）」（
巻
三
七
）
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
本
詩
は
、

前
半
八
句
に
初
夏
の
農
村
風
景
を
述
べ
た
あ
と
、
後
半
八
句
に

小
児
結
山
房　
　

小
児　

山
房
を
結
び

窓
戸
頗
疎
眀　
　

窓
戸　

頗
る
疎
眀

万
事
不
挂
眼　
　

万
事　

眼
に
挂
け
ず

朱
黄
浩
縱
横　
　

朱
黄　

浩
と
し
て
縦
横
た
り

佳
哉
東
北
風　
　

佳
き
哉　

東
北
の
風

吹
下
読
書
声　
　

読
書
の
声
を
吹
き
下
ろ
す

功
名
詎
敢
望　
　

功
名　

詎な
ん

ぞ
敢
え
て
望
ま
ん

且
復
慰
父
兄　
　

且し
ば
らく

復ま

た
父
兄
を
慰
む

年
若
い
我
が
子
は
背せ

戸ど

の
山
に
庵い

お
りを
結
ん
だ
。
窓
や
戸
は
開ひ

ら

け
て
涼
し
く

明
る
い
。
万
事
に
目
も
く
れ
ず
、
書
き
つ
け
た
朱
や
黄
の
墨
痕
が
書
物
の

あ
ち
ら
こ
ち
ら
を
埋
め
る
。
東
北
よ
り
吹
き
来
る
風
の
何
と
素
晴
ら
し
い

こ
と
か
、
我
が
子
の
本
を
読
む
声
を
運
ん
で
き
て
く
れ
た
。
彼
が
功
名
を

得
る
の
を
望
ん
で
は
い
な
い
が
、
ま
ず
は
父
兄
と
し
て
は
心
慰
め
ら
れ
る
。

と
あ
っ
て
、
故
郷
の
屋
敷
で
長
男
の
子
虡
（
こ
の
と
き
五
十
一
歳
）、
四

男
の
子
坦
（
四
十
三
歳
）
と
寛
い
で
い
た
と
き
、末
子
の
子
聿
（
二
十
一

歳
）
の
書
物
を
朗
誦
す
る
声
が
聞
こ
え
て
き
た
こ
と
が
う
た
わ
れ
て

い
る
。
本
詩
の
原
注
に
も
「
是
日
午
間
、
聞
子
聿
在
山
半
読
書
、
相

与
欣
然
（
是
の
日
の
午
間
、
子
聿
の
山
半
に
在
り
て
書
を
読
む
を
聞
き
、
相
い

与と
も

に
欣
然
た
り
）」
と
述
べ
ら
れ
る
。「
功
名
」
を
望
ま
な
い
と
言
っ
て

は
い
る
が
、
や
は
り
士
大
夫
の
陸
游
に
と
っ
て
は
勉
学
に
勤
し
む
息

子
の
姿
が
嬉
し
く
、
ま
た
頼
も
し
く
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。



父
と
子

─
蘇
軾
・
陸
游
の
詩
に
お
け
る
「
孝
」
を
め
ぐ
っ
て

九

四
　「
孝
」
─
血
の
連
鎖

　

前
節
に
述
べ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
楊
万
里
「
苦

吟（
（1
（

」
と
陸
游
「
初
冬
雜
詠
八
首
」
其
三
（
巻
七
九
）
と
を
並
べ
て
読

ん
で
み
よ
う
。
楊
万
里
の
詩
の
後
半
部
に
は

先
生
苦
吟
日
色
晩　

先
生　

苦
吟
し
て
日
色
晩く

れ

老
鈴
来
催
喫
朝
飯　

老
鈴　

来き
た

り
て
催う
な
がす　

朝
飯
を
喫
せ
よ
と

小
児
誦
書
呼
不
来　

小
児　

書
を
誦
し
て
呼
べ
ど
も
来き
た

ら
ず

案
頭
冷
却
黄
虀
麺　

案
頭　

冷
却
す　

黄
虀
の
麺

楊
万
里
先
生
が
苦
吟
す
る
う
ち
に
日
は
す
っ
か
り
高
く
な
り
、
老
い
た
使

用
人
が
や
っ
て
き
て
、
早
く
朝
食
を
す
ま
せ
て
ほ
し
い
と
急
き
立
て
る
。

子
供
は
本
を
読
ん
で
い
る
最
中
で
呼
ん
で
も
な
か
な
か
出
て
こ
な
い
。

テ
ー
ブ
ル
の
う
え
、
漬
物
添
え
の
麺
は
す
っ
か
り
冷
え
て
し
ま
っ
た
。

と
あ
っ
て
、
親
か
ら
「
早
く
ご
飯
を
食
べ
な
さ
い
」
と
呼
ば
れ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
読
書
に
耽
る
子
供
の
姿
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
前
節

に
あ
げ
た
詩
と
同
じ
く
、
文
人
で
あ
る
父
親
の
視
点
か
ら
読
書
に
勤

し
む
我
が
子
の
姿
を
う
た
っ
た
作
で
あ
る
。
陸
游
の
詩
に
も

児
時
愛
書
百
事
廃　

児
時　

書
を
愛
し　

百
事
廃
す

飯
冷
胾
乾
呼
不
来　

飯
冷
え
胾に
く

乾
く
も
呼
べ
ど
も
来
ら
ず

一
生
被
誤
終
未
醒　

一
生　

誤
る
を
被こ
う
むる
も
終
に
未
だ
醒
め
ず

老
作
蠧
魚
吁
可
哀　

老
い
て
蠧
魚
と
作な

る　

吁あ
あ

哀
し
む
べ
し

子
ど
も
の
こ
ろ
は
書
物
を
愛
し
、
他
の
も
ろ
も
ろ
に
は
見
向
き
も
し
な

か
っ
た
。
飯
が
冷
え
お
か
ず
の
肉
が
乾
く
の
も
気
に
せ
ず
読
書
に
耽
り
、

呼
ば
れ
て
も
食
卓
に
就
こ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
わ
が
人
生
、読
書
に
よ
っ

て
狂
わ
さ
れ
て
き
た
の
に
眼
を
さ
ま
す
こ
と
も
な
く
、
老
い
て
本
の
紙し

み魚

に
な
る
な
ん
て
、
あ
あ
何
と
哀
れ
な
人
生
で
あ
る
こ
と
よ
。

と
あ
っ
て
、
同
様
の
光
景
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
楊
万
里
の

詩
が
父
親
の
視
点
か
ら
う
た
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は

子
供
の
視
点
、
す
な
わ
ち
陸
游
が
子
供
だ
っ
た
と
き
の
視
点
か
ら
う

た
わ
れ
て
い
る
。
陸
游
は
、
父
親
の
視
点
か
ら
我
が
子
の
読
書
す
る

姿
を
う
た
う
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
子
供
の
視
点
か
ら
、
自
ら
が
子

供
だ
っ
た
と
き
に
自
ら
が
読
書
す
る
姿
を
父
親
か
ら
見
守
ら
れ
て
い

た
こ
と
を
も
う
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

い
ま
は
父
親
た
る
者
に
も
、
当
然
な
が
ら
子
供
時
代
は
あ
っ
た
。

い
ま
は
父
と
し
て
読
書
す
る
子
を
見
守
る
陸
游
も
、
か
つ
て
は
子
と

し
て
父
の
傍
ら
で
読
書
し
て
い
た
の
だ
。
映
画『
た
そ
が
れ
清
兵
衛
』

の
父
親
の
科せ
り
ふ白

に
も
「
お
れ
も
子
供
の
こ
ろ
何
度
も
何
度
も
読
ん
だ

さ
け
、
な
つ
か
し
の
」
と
あ
る
よ
う
に
。
読
書
す
る
子
は
、
や
が
て

は
成
長
し
て
読
書
す
る
子
を
見
守
る
父
と
な
る
。「
子
が
父
の
傍
ら

で
書
物
を
朗
誦
し
、
そ
れ
を
父
が
見
守
る
光
景
」
に
表
現
さ
れ
て
い

る
の
は
、
こ
う
し
て
連
綿
と
し
て
繰
り
返
さ
れ
る
父
子
の
関
係
性
で

あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
別
の
詩
を
読
み
な
が
ら
考
え
て



一
〇

國
學
院
中
國
學
會
報
　
第
六
十
八
輯

み
た
い
。

　

次
に
あ
げ
る
陸
游
「
読
書
」（
巻
四
九
）
に
は
、
い
ま
読
ん
だ
「
初

冬
雑
詠
八
首
」
其
三
と
同
じ
く
、
子
供
の
視
点
か
ら
「
子
が
父
の
傍

ら
で
書
物
を
朗
誦
し
、
そ
れ
を
父
が
見
守
る
光
景
」
が
う
た
わ
れ
て

い
る
。先

親
愛
我
読
書
声　

先
親　

我
が
読
書
の
声
を
愛
す

追
慕
慈
顔
涕
毎
傾　

慈
顔
を
追
慕
す
れ
ば
涕
毎つ
ね

に
傾
く

万
事
到
前
心
尽
嬾　

万
事　

前
に
到
る
も
心
尽
く
嬾も
の
うく

一
編
相
向
眼
偏
明　

 

一
編　

相
い
向
か
え
ば
眼
偏ひ
と

え
に
明
ら
か

な
り

致
君
正
使
違
初
志　

 

君
を
致
す
こ
と
正
に
初
志
に
違
わ
し
む
る
も

為
己
猶
当
畢
此
生　

 

己
の
為た
め

に
す
る
こ
と
猶
お
当ま
さ

に
此
の
生
を

畢お

う
べ
し

更
祝
吾
児
思
早
退　

 

更
に
祝
す　

吾
が
児　

早
く
退
か
ん
こ
と

を
思
い

雨
蓑
煙
笠
事
春
耕　

雨
蓑　

煙
笠　

春
耕
を
事こ
と

と
す
る
を

亡
き
父
母
は
わ
た
し
が
読
書
す
る
声
を
愛
さ
れ
た
。
慈
し
み
深
い
お
顔
を

思
い
返
す
た
び
に
涙
が
こ
ぼ
れ
る
。
眼
の
前
に
生
ず
る
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が

お
っ
く
う
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
一
冊
の
本
に
向
き
合
え
ば
眼
は
思
い
が
け

ず
輝
き
を
取
り
も
ど
す
。
大お
お
き
み君

に
貢
献
し
よ
う
と
の
初
志
は
か
な
え
ら
れ

ぬ
と
も
、
我
が
身
を
修
め
る
こ
と
に
こ
の
人
生
の
す
べ
て
を
か
け
る
が
い

い
。
め
で
た
い
こ
と
に
息
子
た
ち
は
早
々
と
官
界
を
退
き
、
雨
の
な
か
簔

を
ま
と
い
、
靄も
や

の
な
か
笠
を
か
ぶ
り
、
春
の
田
起
こ
し
に
励
も
う
と
し
て

い
る
。

　

題
は
「
読
書
」
だ
が
、全
体
は
必
ず
し
も
読
書
に
は
関
係
し
な
い
。

湧
き
起
こ
る
感
慨
を
自
由
に
述
べ
た
作
と
な
っ
て
い
る
（
例
え
ば
第

五
・
六
句
に
は
「
兼
済
」
の
志
を
果
た
せ
ぬ
か
ら
に
は
、
せ
め
て
「
独
善
」
に
つ

と
め
よ
う
、
と
い
う
考
え
が
述
べ
ら
れ
る
）。
こ
こ
で
は
冒
頭
の
二
句
と
末

尾
の
二
句
に
注
目
し
よ
う
。
冒
頭
二
句
は
言
う
。
自
分
が
子
供
の
と

き
、
父
（
も
し
く
は
父
母
）
は
自
分
が
読
書
す
る
声
を
聴
く
の
を
喜
ん

で
く
れ
た
。
そ
の
と
き
の
父
の
様
子
を
思
い
浮
か
べ
る
と
、
あ
り
が

た
さ
に
涙
が
こ
ぼ
れ
る
、
と
。
そ
し
て
、
末
尾
二
句
は
言
う
。
い
ま

我
が
子
が
早
め
に
官
界
を
退
き
、
田
畑
を
耕
そ
う
と
し
て
く
れ
て
い

る
の
は
喜
ば
し
い
、
と
。
冒
頭
二
句
に
お
い
て
陸
游
は
、
子
の
視
点

に
立
っ
て
自
分
を
見
守
っ
て
く
れ
た
父
を
思
い
、
末
尾
二
句
に
お
い

て
は
、
父
の
視
点
に
立
っ
て
我
が
子
を
見
守
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
に
見
て
取
れ
る
の
は
、
下
図
に
示
し
た
よ
う
な
父
子
関
係
の

連
鎖
で
あ
る
。
か
つ
て
は
父
の
子
で
あ
っ
た
自
分
も
今
は
子
の
父
と

な
り
、
か
つ
て
は
子
と
し
て
父
に
見
守
ら
れ
て
い
た
自
分
も
今
は
父

と
し
て
子
を
見
守
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
父
子
関
係
の
連
鎖
は
、
先

に
あ
げ
た
陸
游
の
「
生
日
子
聿
作
五
字
詩
十
首
為
寿
。
追
懐
先
親
、

泫
然
有
作
」
詩
に
も
表
現
さ
れ
て
い
た
。
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─
蘇
軾
・
陸
游
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詩
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お
け
る
「
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を
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陸
游
の
「
生
日
子
聿
作
五
字
詩
十
首
為
寿
。
…
…
」
詩
や
「
読
書
」

詩
は
、
い
ず
れ
も
「
孝
」
を
主
た
る
テ
ー
マ
と
す
る
作
品
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
孝
」
の
観
念
は
父
子
関
係
と
い
う
「
血

の
連
鎖
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。『
孟
子
』
離
婁
上
に
「
不

孝
有
三
、
無
後
為
大
（
不
孝
に
三
有
り
、
後
無
き
を
大
と
為
す
）」
と
あ
る

よ
う
に
、「
無
後
」す
な
わ
ち
父
子
関
係
の
連
鎖
が
断
た
れ
る
こ
と
が
、

最
大
の
「
不
孝
」
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
血
の
連
鎖
」
が
維

持
さ
れ
る
こ
と
が
「
孝
」
に
と
っ
て
の
必
要
条
件
の
最
た
る
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
詩
に
う
た
わ
れ
た
「
父
の
傍
ら
で
子
が
書
物
を
朗

誦
し
、
そ
の
子
を
父
が
見
守
る
光
景
」
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、

過
去
か
ら
未
来
へ
と
つ
づ
く
「
血
の
連
鎖
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た

「
孝
」
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

　

同
様
の
テ
ー
マ
を
表
現
し
た
作
品
は
、
陸
游
以
前
の
詩
に
も
見
ら

れ
る
だ
ろ
う
か
。
前
掲
の
白
居
易
「
自
詠
老
身
、
示
諸
家
属
」
詩
に

も
、
老
い
た
家
長
の
傍
ら
で
幼
子
が
書
物
を
読
む
光
景
が
う
た
わ
れ

て
い
た
が
、
賑
や
か
で
仲
睦
ま
じ
い
家
庭
の
光
景
の
一
齣
と
し
て
描

か
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
「
血
の
連
鎖
」
と
し
て
の

「
孝
」
観
念
は
必
ず
し
も
明
確
に
は
表
現
さ
れ
て
い
な
い
。
右
に
あ

げ
た
陸
游
の
詩
に
直
接
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
よ
う
な
作
と
し
て
注
目
さ

れ
る
の
は
、
蘇
軾
の
和
陶
詩
「
和
陶
郭
主
簿
（
陶
の
郭
主
簿
に
和
す
）

二
首
并
引
」（
巻
四
二
）
で
あ
る
。
第
一
節
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
陸

游
の
詩
に
は
蘇
軾
の
詩
が
新
た
に
開
拓
し
た
表
現
を
受
け
継
い
だ
と

こ
ろ
が
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
血
の
連
鎖
」
と
し
て
の
「
孝
」

に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。

　

蘇
軾
の
詩
の
引
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

清
明
日
聞
過
誦
書
、
声
節
閑
美
。
感
念
少
時
、
悵
焉
追
懐
先
君

宮
師
之
遺
意
、
且
念
淮
德
二
幼
孫
。
無
以
自
遣
、
乃
和
淵
明
二

篇
。
随
意
所
寓
、
無
復
倫
次
也
。

清
明
節
に
息
子
の
蘇
過
が
書
物
を
朗
誦
す
る
の
を
聴
い
た
。
節
回
し
は
と

て
も
優
雅
だ
っ
た
。
そ
こ
で
幼
い
頃
を
思
い
起
こ
し
て
も
の
悲
し
く
な
り
、

亡
き
父
君
（
蘇
洵
。
太
子
太
師
を
追
贈
さ
れ
る
）
の
遺
志
を
思
い
、
淮
や

徳
ら
幼
い
孫
を
思
っ
た
。
そ
れ
で
も
せ
つ
な
さ
は
晴
れ
な
か
っ
た
の
で
、

陶
淵
明
の
二
篇
の
詩
に
唱
和
す
る
こ
と
と
し
た
。
筆
の
赴
く
ま
ま
に
思
い

を
託
し
た
の
で
、
と
り
と
め
な
い
も
の
と
な
っ
た
。

　

元
符
三
年
（
一
一
〇
〇
）、
海
南
島
に
貶
謫
さ
れ
て
い
た
六
十
五
歳

の
蘇
軾
は
、
清
明
節
に
息
子
の
蘇
過
（
一
〇
七
二
─
一
一
二
三
）
が
書

物
を
朗
誦
す
る
の
に
耳
を
傾
け
て
い
る
。
陶
淵
明
の
原
唱
「
和
郭
主
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簿
」
の
其
一
に
は
「
弱
子
戯
我
側
、
学
語
未
成
音
（
弱
子　

我
が
側
に

戯
れ
、
語
を
学
び
て
未
だ
音
を
成
さ
ず
）」
と
あ
っ
て
、
父
た
る
陶
淵
明

は
言
葉
を
学
び
始
め
た
ば
か
り
の
我
が
子
が
遊
び
戯
れ
る
の
を
見

守
っ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
我
が
子
の
読
書
す
る
声
に
耳
を
傾
け
て

い
る
の
だ
。
そ
の
息
子
の
声
に
触
発
さ
れ
て
蘇
軾
は
、
さ
ら
に
父
の

蘇
洵
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
る
。
清
明
節
を
迎
え
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
墓
参
も
果
た
せ
ず
に
い
る
こ
と
に
、
罪
悪
感
を
覚
え
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
蘇
軾
は
幼
い
孫
（
淮
や
徳
。
長
子
の
蘇
邁
も
し
く
は

次
子
の
蘇
迨
の
子
か
）
に
も
思
い
を
馳
せ
る
。
こ
う
し
て
亡
き
父
や
幼

い
孫
に
思
い
を
馳
せ
る
の
は
、
父
か
ら
自
分
を
経
て
子
や
孫
へ
と
受

け
継
が
れ
る
一
族
の
「
血
の
連
鎖
」
を
意
識
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る

だ
ろ
う
。

　

本
詩
の
其
一
は
次
の
よ
う
に
う
た
わ
れ
る
。

今
日
復
何
日　
　

今
日　

復ま

た
何
の
日
ぞ

高
槐
布
初
陰　
　

高
槐　

初
陰
を
布し

く

良
辰
非
虚
名　
　

良
辰　

虚
名
に
非
ず

清
和
盈
我
襟　
　

清
和　

我
が
襟
に
盈み

つ

孺
子
巻
書
坐　
　

孺
子　

書
を
巻
き
て
坐
し

誦
詩
如
鼓
琴　
　

詩
を
誦
す
る
こ
と
琴
を
鼓
す
る
が
如
し

却
去
四
十
年　
　

却
っ
て
去
る
こ
と
四
十
年

玉
顔
如
汝
今　
　

玉
顔　

汝
の
今
の
如
し

閉
戸
未
嘗
出　
　

戸
を
閉
じ
て
未
だ
嘗
て
出
で
ず

出
為
鄰
里
欽　
　

出
づ
れ
ば
鄰
里
の
欽
ぶ
と
こ
ろ
と
為
る

家
世
事
酌
古　
　

家
世　

古
に
酌
む
を
事
と
し

百
史
手
自
斟　
　

百
史　

手て
ず
か自
ら
斟く

む

当
年
二
老
人　
　

当
年　

二
老
人

喜
我
作
此
音　
　

我
の
此
の
音
を
作
す
を
喜
ぶ

淮
徳
入
我
夢　
　

淮
徳　

我
が
夢
に
入
り

角
羈
未
勝
簪　
　

角
羈　

未
だ
簪し
ん

に
勝た

え
ず

孺
子
笑
問
我　
　

孺
子　

笑
い
て
我
に
問
う

公
何
念
之
深　
　

公　

何
ぞ
之こ
れ

を
念お
も

う
こ
と
深
き
と

今
日
は
何
と
い
う
良
き
日
か
、
そ
び
え
る
槐

え
ん
じ
ゅが

若
葉
の
陰
を
広
げ
る
。
清

明
の
良
き
日
は
名
ば
か
り
で
は
な
い
。
清
々
し
く
な
ご
や
か
な
気
が
我
が

襟
元
に
満
ち
る
。
わ
が
息
子
は
書
物
を
閉
じ
て
座
し
、
琴
を
奏
で
る
か
の

よ
う
に
詩
を
朗
誦
す
る
。
わ
た
し
も
四
十
年
も
前
の
昔
に
は
、
今
の
お
前

の
よ
う
に
若
々
し
い
顔
つ
き
を
し
て
い
た
。
門
を
閉
ざ
し
て
外
出
せ
ず（
学

問
に
励
み
）、
久
し
ぶ
り
に
外
出
す
る
と
隣
近
所
の
人
た
ち
が
喜
こ
ん
で

く
れ
た
。
我
が
一
族
は
代
々
、
古
に
学
ぶ
書
香
の
家
柄
、
た
く
さ
ん
の
書

物
に
親
し
ん
で
き
た
。
当
時
、
老
い
た
両
親
は
、
わ
た
し
が
お
ま
え
の
よ

う
に
詩
を
朗
誦
す
る
の
を
喜
ん
だ
。
孫
の
淮
と
徳
が
夢
に
あ
ら
わ
れ
た
。

ま
だ
簪
も
挿
せ
な
い
総あ
げ
ま
き角

の
姿
で
。
息
子
は
笑
っ
て
わ
た
し
に
問
う
。
父

上
、
か
く
も
深
く
家
族
を
思
う
の
は
ど
う
し
て
で
し
ょ
う
、
と
。



父
と
子

─
蘇
軾
・
陸
游
の
詩
に
お
け
る
「
孝
」
を
め
ぐ
っ
て

一
三

　

子
の
蘇
過
が
詩
を
朗
唱
す
る
声
を
聴
い
た
蘇
軾
は
、
か
つ
て
四
十

年
前
に
自
分
が
詩
を
朗
唱
し
た
と
き
、
父
母
が
そ
れ
を
聴
い
て
喜
ん

で
く
れ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
陸
游
の
「
読
書
」
詩
と
同
じ
光
景
が

う
た
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
さ
ら
に
幼
い
孫
を
思
う
こ
と

が
う
た
わ
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
蘇
軾
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の

だ
ろ
う
。
い
つ
か
将
来
、
自
分
が
蘇
過
の
朗
唱
を
聴
い
て
自
分
の
父

母
を
思
い
浮
か
べ
た
よ
う
に
、蘇
過
も
ま
た
一
族
の
子
（
甥
の
淮
や
徳
）

の
朗
唱
を
聴
い
て
父
で
あ
る
自
分
の
こ
と
を
思
い
出
す
だ
ろ
う
、と
。

本
詩
が
う
た
う
父
と
子
の
光
景
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
も
、
過
去
か

ら
未
来
へ
と
つ
づ
く
「
血
の
連
鎖
」
と
し
て
の
「
孝
」
で
あ
る
。

　

つ
づ
い
て
、
本
詩
の
其
二
は
次
の
よ
う
に
う
た
わ
れ
る
。

雀
鷇
含
淳
音　
　

雀
鷇　

淳
音
を
含
み

竹
萌
抱
静
節　
　

竹
萌　

静
節
を
抱
く（

（（
（

誦
我
先
君
詩　
　

我
が
先
君
の
詩
を
誦
す
れ
ば

肝
肺
為
澄
澈　
　

肝
肺　

為
に
澄
澈
た
り

猶
如
鳴
鶴
和　
　

猶
お
鳴
鶴
の
和
す
る
が
如
く

未
作
獲
麟
絶　
　

未
だ
獲
麟
の
絶
と
作な

さ
ず

願
因
騎
鯨
李　
　

願
わ
く
は
騎
鯨
の
李
に
因
り
て

追
此
御
風
列　
　

此
の
御
風
の
列
を
追
う

丈
夫
貴
出
世　
　

丈
夫　

出
世
を
貴た
っ
とぶ

功
名
豈
人
傑　
　

功
名　

豈
に
人
傑
な
ら
ん
や

家
書
三
万
巻　
　

家
書　

三
万
巻

独
取
服
食
訣　
　

独ひ
と

り
服
食
の
訣
を
取
る

地
行
即
空
飛　
　

地
行　

空
に
即つ

き
て
飛
び

何
必
挟
日
月　
　

何な
ん

ぞ
必か
な
らず
し
も
日
月
を
挟
さ
し
は
さま
ん

雀
の
雛ひ

な

は
妙
な
る
音
色
で
さ
え
ず
り
、
竹
の
子
は
清
ら
か
な
節
義
を
秘
め

て
い
る
。
我
が
父
君
の
詩
を
口
ず
さ
め
ば
、
こ
の
身
は
ま
る
で
澄
み
わ
た

る
か
の
よ
う
だ
。
鶴
の
子
が
親
の
鶴
に
和
し
て
鳴
く
か
の
よ
う
で
あ
り
、

麒
麟
を
獲
て
筆
を
絶
つ
（
斯
文
の
伝
承
が
途
絶
え
る
）
よ
う
な
事
態
に
は

ま
だ
至
ら
ず
に
い
る
。
願
う
の
は
、
鯨
に
乗
る
李
白
に
付
き
し
た
が
っ
て
、

か
の
風
を
御
す
る
列
子
を
追
い
か
け
る
こ
と
。
丈
夫
た
る
者
、
世
俗
を
脱

す
る
の
を
望
む
。
功
名
に
こ
だ
わ
る
な
ど
、
傑
物
と
は
言
え
な
い
。
我
が

家
の
蔵
書
、
三
万
巻
。
読
む
の
は
仙
人
の
食
餌
法
。
地
を
歩
む
仙
人
も
、

天
空
を
舞
う
仙
人
の
境
地
に
達
し
う
る
。
昇
天
し
て
日
月
に
身
を
委
ね
る

必
要
は
な
い
。

　

冒
頭
の
二
句
に
は
、
蘇
軾
の
自
注
が
附
さ
れ
て
お
り
「
此
両
句
、

先
君
少
時
詩
。
失
其
全
首
（
此
の
両
句
は
、
先
君
の
少
時
の
詩
な
り
。
其

の
全
首
を
失
す
）」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
二
句
は
蘇
洵
の
若
き

頃
の
作
の
一
部
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
詩
で
あ
っ
た

か
は
分
か
ら
な
い
。
清
純
な
声
で
囀
る
雀
の
雛
、
気
高
い
節ふ
し

を
備
え

た
筍
た
け
の
こと
い
う
内
容
か
ら
見
て
、
も
と
は
春
の
自
然
を
う
た
っ
た
作
で

あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
蘇
軾
は
そ
れ
を
幼
く
し
て
士
人
と
し
て
の
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美
質
を
備
え
た
子
供
の
姿
を
象
徴
す
る
詩
句
と
し
て
転
用
し
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
解
せ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
幼

子
の
形イ
メ
ー
ジ象
に
は
、
蘇
氏
一
族
の
「
子
供
た
ち
」

─
具
体
的
に
は
か

つ
て
子
供
で
あ
っ
た
蘇
軾
自
身
や
子
の
蘇
過
、
孫
の
淮
・
徳
な
ど
の

姿
も
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
其
二
に
お
い
て
蘇
軾
は
、
父
蘇
洵
が
作
っ
た
詩
を
朗
誦
し
て

い
る
。
蘇
過
が
詩
を
朗
唱
す
る
声
に
触
発
さ
れ
て
、
蘇
軾
も
ま
た
詩

（
父
蘇
洵
の
作
っ
た
詩
）
を
朗
唱
す
る
の
だ
。
其
一
で
、
蘇
軾
は
か
つ
て

父
の
傍
ら
で
詩
を
朗
唱
し
た
と
き
の
こ
と
を
思
い
起
こ
し
て
い
た
。

其
二
で
父
の
詩
を
朗
唱
す
る
蘇
軾
は
、
今
は
亡
き
父
が
あ
た
か
も
身

近
に
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
こ
こ
で
の

父
蘇
洵
の
詩
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
深
読
み
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う

に
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。こ
の
と
き
蘇
軾
が
朗
唱
し
た
の
は
、

父
蘇
洵
の
若
い
頃
の
作
で
あ
る
。
若
き
日
の
蘇
洵
は
、
こ
の
詩
を
父

（
蘇
軾
か
ら
見
れ
ば
祖
父
）
の
蘇
序
の
前
で
朗
唱
し
て
み
せ
た
の
だ
、と
。

つ
ま
り
、
蘇
軾
が
こ
こ
で
思
い
浮
か
べ
て
い
る
の
は
、
か
つ
て
父
の

蘇
洵
が
祖
父
の
蘇
序
の
前
で
こ
の
詩
を
朗
唱
し
て
み
せ
た
光
景
で

あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
「
和
陶
郭
主
簿
二
首
」
は
、
陸
游
に
先
立
つ
か

た
ち
で
「
父
の
傍
ら
で
子
が
書
物
を
朗
誦
し
、
そ
の
子
を
父
が
見
守

る
光
景
」
を
う
た
い
、
そ
こ
に
「
血
の
連
鎖
」
と
し
て
の
「
孝
」
の

永
遠
性
を
鮮
や
か
に
表
現
し
得
た
画
期
的
な
作
品
で
あ
る
（
其
二
の

後
半
部
に
は
、
か
か
る
「
孝
」
の
テ
ー
マ
に
収
ま
り
き
ら
な
い
複
雑
な
要
素
が

含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
第
六
節
に
述
べ
る
）。
近
代
日
本
の
俳

人
村
上
鬼
城
に
「
生
き
か
は
り
死
に
か
は
り
し
て
打
つ
田
か
な
」
と

い
う
句
が
あ
る
。
先
祖
代
々
、
そ
し
て
子
々
孫
々
、
田
畑
を
耕
し
つ

づ
け
る
農
民
の
「
血
の
連
鎖
」
が
底
光
り
す
る
言
葉
に
よ
っ
て
表
現

さ
れ
た
、
凄
み
す
ら
感
じ
さ
せ
る
作
で
あ
る
。
村
上
鬼
城
の
句
を
借

り
て
、
蘇
軾
、
そ
し
て
陸
游
ら
の
詩
の
世
界
を
言
い
あ
ら
わ
す
な
ら

ば
「
生
き
か
は
り
死
に
か
は
り
し
て
読
む
書
か
な
」
あ
る
い
は
「
生

き
か
は
り
死
に
か
は
り
し
て
詠
む
詩
か
な
」と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

蘇
軾
や
陸
游
が
表
現
す
る
の
は
「
書
香
世
家
」
＝
読
書
人
の
家
庭
な

ら
で
は
の
「
血
の
連
鎖
」
の
永
遠
性
で
あ
っ
た
。

　

た
だ
し
、
ひ
と
く
ち
に
読
書
人
と
言
っ
て
も
、
蘇
軾
と
陸
游
と
で

は
若
干
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
陸
游

の
場
合
は
、
前
掲
の
「
読
書
」
詩
に
「
更
祝
吾
児
思
早
退
、
雨
蓑
煙

笠
事
春
耕
（
更
に
祝
す　

吾
が
児　

早
く
退
か
ん
こ
と
を
思
い
、
雨
蓑　

煙
笠　

春
耕
を
事こ
と

と
す
る
を
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
自
ら
を
読
書
人
と
し
て
だ

け
で
は
な
く
農
民
と
し
て
の
「
血
の
連
鎖
」
を
担
う
者
と
し
て
も
認

識
し
て
い
た
。
こ
れ
に
は
次
節
に
も
述
べ
る
よ
う
な
、
士
人
で
あ
り

な
が
ら
も
農
民
と
し
て
生
き
よ
う
と
し
た
陸
游
の
儒
家
的
農
本
思
想

が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る（

（1
（

。



父
と
子

─
蘇
軾
・
陸
游
の
詩
に
お
け
る
「
孝
」
を
め
ぐ
っ
て

一
五

五
　
陸
游
と
「
孝
」
─
『
孝
経
』、
報
国
、
郷
紳

　

蘇
軾
と
陸
游
は
「
孝
」
と
い
う
道
徳
観
念
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い

た
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
蘇
軾
・
陸
游
と
「
孝
」
観
念
と
の
関
係
性
に

つ
い
て
思
う
と
こ
ろ
を
述
べ
て
み
た
い
。
ま
ず
は
陸
游
に
つ
い
て
、

詩
を
例
に
あ
げ
な
が
ら
見
て
い
こ
う
。
先
に
陸
游
に
つ
い
て
述
べ
る

の
は
、
陸
游
の
方
が
蘇
軾
よ
り
も
「
孝
」
観
念
を
重
視
し
て
詩
に
う

た
っ
て
お
り
、
よ
り
詳
細
か
つ
鮮
明
な
か
た
ち
で
「
孝
」
と
の
関
わ

り
方
を
示
し
て
く
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る（

（1
（

。

　

陸
游
と
「
孝
」
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
ま
ず
指
摘
し
た
い
の
は
陸

游
が
『
孝
経
』
を
重
視
し
て
い
た
点
で
あ
る
。
陸
游
の
詩
、
特
に
官

界
を
退
い
た
あ
と
の
故
郷
で
の
田
園
生
活
を
う
た
っ
た
詩
に
は
、『
孝

経
』
に
言
及
す
る
例
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
「
記
東
村
父
老

言
（
東
村
の
父
老
の
言
を
記
す
）」（
巻
五
五
）
に
は

自
言
家
近
郊　
　

自
ら
言
う　

近
郊
に
家
し

生
不
識
官
府　
　

生
じ
て
官
府
を
識し

ら
ず

甚
愛
問
孝
書　
　

甚
だ
愛
す　

問
孝
の
書

請
学
公
勿
拒　
　

学
ぶ
を
請
う　

公
拒
む
勿
か
れ

我
亦
為
欣
然　
　

我
も
亦
た
為た
め

に
欣
然
た
り

開
巻
発
端
緒　
　

巻
を
開
き
て
端
緒
を
発
す

講
説
雖
浅
近　
　

講
説　

浅
近
な
り
と
雖
も

於
子
或
有
補　
　

子
に
於
い
て
或
い
は
補
う
有
ら
ん

耕
荒
両
黄
犢　
　

荒
を
耕
す　

両
黄
犢

庇
身
一
茅
宇　
　

身
を
庇お
お

う　

一
茅
宇

勉
読
庶
人
章　
　

勉
め
て
庶
人
章
を
読
め
ば

淳
風
可
還
古　
　

淳
風　

古
に
還か
え

る
べ
し

父
老
た
ち
は
自
ら
進
ん
で
言
う
。「
家
は
ま
ち
の
郊
外
に
あ
っ
て
、
生
ま

れ
て
か
ら
役
所
の
こ
と
な
ど
知
ら
ず
に
き
ま
し
た
。
孝
行
を
説
い
た
書
物

を
読
む
の
を
た
い
へ
ん
好
ん
で
お
り
ま
す
。
先
生
に
教
え
を
乞
い
た
く
思

い
ま
す
。
ど
う
か
お
認
め
く
だ
さ
い
」
と
。
そ
れ
を
聞
い
て
わ
た
し
も
嬉

し
く
、
書
物
を
繙ひ
も
とい

て
話
の
糸
口
を
示
す
。
つ
ま
ら
な
い
こ
と
し
か
説
い

て
さ
し
あ
げ
ら
れ
な
い
が
、
貴
殿
の
お
役
に
立
て
る
か
も
知
れ
な
い
、
と
。

二
頭
の
牛
で
土
地
を
ひ
ら
き
、
茅か
や
ぶ葺

き
の
家
で
身
を
養
う
。『
孝
経
』
庶

人
章
の
教
え
を
熱
心
に
学
べ
ば
、
古
の
人
情
厚
き
世
に
帰
る
こ
と
が
で
き

る
の
だ
。

と
あ
っ
て
、近
隣
の
「
父
老
」（
お
そ
ら
く
は
陸
游
と
同
じ
地
主
層
の
農
民
）

に
向
け
て
『
孝
経
』
の
要
諦
を
説
い
て
聞
か
せ
る
様
子
が
述
べ
ら
れ

る
。
ま
た
、「
農
事
稍
間
有
作
（
農
事　

稍や

や
間ひ

ま

に
し
て
作
る
有
り
）」（
巻

五
七
）
に
は
、
秋
の
収
穫
を
終
え
た
冬
の
農
閑
期
、
子
供
た
ち
に
初

等
の
学
問
を
授
け
る
こ
と
を
う
た
っ
て

我
方
祭
竈
徹
豚
酒　

我
方ま
さ

に
竈
を
祭
り
て
豚
酒
を
徹
す
れ
ば

盤
箸
亦
復
呼
隣
翁　

盤
箸　

亦ま復
た
隣
翁
を
呼
ぶ
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客
帰
我
起
何
所
作　

客
帰
り
我
起
く
れ
ば
何
の
作な

す
所
ぞ

孝
経
論
語
教
児
童　

孝
経　

論
語　

児
童
に
教
う

教
児
童　
　
　
　
　

児
童
に
教
う

莫
怱
怱　
　
　
　
　

怱
怱
た
る
こ
と
莫
か
れ

願
汝
日
夜
勤
磨
礲礲　

願
わ
く
は
汝　

日
夜　

磨
礲礲
に
勤
し
み

烏
巾
白
紵
待
至
公　

烏
巾　

白
紵
も
て
至
公
を
待
て

臘
月
の
竈か

ま
どの
祭
を
終
え
て
供
物
の
豚
肉
と
酒
を
祭
壇
か
ら
下
げ
、
皿
や
箸

を
そ
ろ
え
て
隣
家
の
翁
を
招
く
。
客
人
が
帰
り
、
さ
て
立
ち
あ
が
っ
て
何

を
す
る
か
と
い
え
ば
、『
孝
経
』
や
『
論
語
』
を
子
ど
も
ら
に
教
え
る
。

子
ど
も
ら
に
教
え
る
の
は
、
も
の
ご
と
を
い
い
か
げ
ん
に
す
ま
せ
て
は
い

け
な
い
、と
い
う
こ
と
。
君
た
ち
よ
、日
夜
、自
ら
を
磨み
が

き
鍛き

た

え
て
ほ
し
い
。

黒
い
頭ず
き
ん巾

を
か
ぶ
り
白
い
麻
の
衣
を
着
て
、
公
正
な
科
挙
試
験
官
を
待
つ

が
い
い
。

と
あ
り
、
陸
游
が
陸
氏
一
族
も
し
く
は
近
隣
の
子
供
た
ち
に
向
け
て

『
孝
経
』、
特
に
そ
の
「
庶
人
章
」
を
講
じ
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ

て
い
る（

（1
（

。

　

ま
た
、
陸
游
は
近
隣
の
民
に
向
け
て
『
孝
経
』
を
説
い
た
だ
け
で

な
く
、
自
分
自
身
に
も
説
い
て
聞
か
せ
て
い
た
。「
自
詠
」（
巻
六
六
）

に
は
、
自
ら
の
農
村
で
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
う
た
う
な
か
、
末
尾
の
二

句
に

士
章
八
十
字　
　

士
章　

八
十
字

世
世
写
屏
風　
　

世
世　

屏
風
に
写
さ
ん

『
孝
経
』
士
章
の
八
十
字
、
子
々
孫
々
、
屏
風
に
書
き
記
し
て
伝
え
て
い

こ
う
。

と
あ
る
。
本
詩
に
附
す
原
注
に
も
「
予
写
孝
経
士
章
八
十
四
字
為
屏

風
（
予　

孝
経
士
章
八
十
四
字
を
写
し
て
屏
風
と
為
す
）」
と
あ
っ
て
、
陸

游
が
『
孝
経
』
の
「
士
人
章
」
を
書
写
し
て
座
右
の
銘
と
し
て
い
た

こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
作
品
か
ら
は
、
陸
游
が
『
孝
経
』
を
重
視
し
て
お
り
、

そ
の
教
え
を
自
ら
の
生
活
実
践
の
規
範
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
中
国
の
士
人
に
と
っ
て
、『
孝
経
』
の
よ
う
な
儒
家
経
典
を
重

視
す
る
の
は
極
め
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
陸
游
ほ
ど
熱
心
に
そ

れ
を
詩
に
う
た
っ
た
文
人
は
他
に
例
を
見
出
し
難
い
。

　

な
ぜ
陸
游
は
こ
れ
ほ
ど
熱
心
に
『
孝
経
』
に
つ
い
て
語
っ
た
の
か
。

陸
游
の
『
孝
経
』
重
視
に
関
連
し
て
、
次
に
指
摘
し
た
い
の
は
、
そ

れ
が
陸
游
の
「
報
国
」「
報
恩
」
す
な
わ
ち
宋
王
朝
・
皇
帝
か
ら
受

け
た
恩
に
報
い
よ
う
と
す
る
志
向
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
点
で
あ

る
。
例
え
ば
「
自
詠
絶
句
八
首
」
其
一
（
巻
六
一
）
に
は

双
鬢
蕭
條
失
故
青　

双
鬢　

蕭
條
と
し
て
故
青
を
失
う
も

躬
耕
猶
得
養
餘
齢　

躬
耕　

猶
お
餘
齢
を
養
う
を
得
た
り

明
時
恩
大
無
由
報　

明
時　

恩
大
に
し
て
報
ゆ
る
に
由よ
し

無
し

欲
為
郷
鄰
講
孝
経　

郷
鄰
の
為
に
孝
経
を
講
ぜ
ん
と
欲
す



父
と
子

─
蘇
軾
・
陸
游
の
詩
に
お
け
る
「
孝
」
を
め
ぐ
っ
て

一
七

両
の
鬢
は
衰
え
て
か
つ
て
の
黒
さ
は
失
わ
れ
た
が
、
自
ら
耕
せ
ば
残
り
の

人
生
も
何
と
か
や
っ
て
い
け
る
。
聖
明
の
世
、
御
上
よ
り
い
た
だ
い
た
ご

恩
は
大
き
く
、
お
応
え
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
が
、
せ
め
て
故
郷
の
村
人

た
ち
の
た
め
に
『
孝
経
』
を
講
ず
る
と
し
よ
う
。

と
あ
っ
て
、
官
界
を
退
い
た
今
、
仕
官
に
よ
っ
て
皇
帝
の
恩
に
報
い

る
こ
と
が
か
な
わ
ぬ
か
ら
に
は
、
せ
め
て
近
隣
の
民
に
『
孝
経
』
を

解
説
す
る
こ
と
で
皇
帝
の
恩
に
報
い
よ
う
と
い
う
考
え
方
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。『
孝
経
』
が
説
く
「
孝
」
は
「
忠
」
の
道
徳
観
念
と
表

裏
一
体
の
関
係
に
あ
っ
た
。『
孝
経
』
士
章
に
「
資
於
事
父
以
事
君
。

…
…
以
孝
事
君
則
忠
（
父
に
事つ

か

う
る
に
資よ

り
て
以
て
君
に
事
う
。
…
…
孝
を

以
て
君
に
事
う
れ
ば
則
ち
忠
な
り
）」な
ど
と
あ
る
よ
う
に
。つ
ま
り
、「
孝
」

を
修
め
る
こ
と
は
、
君
主
へ
の
「
忠
」
を
実
践
す
る
こ
と
に
も
通
じ

て
い
た
の
で
あ
る
。
陸
游
ら
宋
王
朝
に
仕
え
る
士
人
た
ち
は
、
国
家

の
統
治
に
役
立
つ
も
の
と
し
て
『
孝
経
』
を
と
ら
え
、
ま
た
そ
れ
を

活
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
『
孝
経
』
の
活
用
の
具
体
的
な
あ
ら
わ
れ
の
ひ
と
つ
が
、
近
隣
の

民
に
向
け
て
の
『
孝
経
』
を
用
い
た
説
諭
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

陸
游
と
同
時
代
の
朱
熹
（
一
一
三
〇
─
一
二
〇
〇
）
に
は
「
示
俗
（
俗
に

示
す
）」
と
題
す
る
文
章
が
あ
る
。
こ
れ
は
一
種
の
「
勧
農
文
」「
諭

俗
文
」
で
あ
る
。
宋
代
に
は
、農
民
の
教
化
の
た
め
に
地
方
官
が
「
勧

農
文
」「
諭
俗
文
」
を
発
布
し
た（

（1
（

。
陸
游
も
地
方
官
を
つ
と
め
た
と

き
に
「
勧
農
文
」
を
書
い
て
い
る
。
朱
熹
「
示
俗（

（1
（

」
に
は

『
孝
経
』
云
、
用
天
之
道
、
因
地
之
利
、
謹
身
節
用
、
以
養
父
母
、

此
庶
人
之
孝
也
。
以
上
孝
経
庶
人
章
、
正
文
五
句
、
係
先
聖
至

聖
文
宣
王
所
説
。
奉
勧
民
間
、
逐
日
持
誦
、
依
此
経
解
説
、
早

晩
思
惟
、
常
切
遵
守
。
…
…
（
後
略
）
…
…

『
孝
経
』
に
言
う
。「
天
の
道
を
用
い
、
地
の
利
に
因
り
、
身
を
謹
み
用
を

節
し
、
以
て
父
母
を
養
う
。
此 

庶
人
の
孝
な
り
」
と
。
以
上
は
『
孝
経
』

庶
人
章
の
正
文
五
句
で
あ
り
、
先
聖
に
し
て
至
聖
な
る
文
宣
王
（
孔
子
）

の
説
か
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
民
間
の
人
々
に
向
け
て
、
日
々
こ
れ
を
誦
し
、

こ
の
経
典
に
則
っ
て
も
の
の
道
理
を
説
き
、
朝
に
夕
に
思
い
め
ぐ
ら
し
、

つ
ね
に
我
が
事
と
し
て
守
る
よ
う
勧
め
る
。
…
…

と
あ
っ
て
、『
孝
経
』
の
庶
人
章
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
う
え
で
解

説
を
加
え
て
い
る
。『
孝
経
』
の
教
理
が
庶
民
の
統
治
に
資
す
る
と

考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
官
界
を
退
き
農
村
に
暮

ら
す
陸
游
も
ま
た
、
こ
れ
と
同
様
の
考
え
方
の
も
と
で
近
隣
の
民
に

『
孝
経
』
を
説
い
て
い
た
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
国

家
の
統
治
に
貢
献
し
、
国
家
の
恩
徳
に
報
い
よ
う
と
し
て
い
た
と
考

え
て
い
い
だ
ろ
う
。

　

官
界
を
退
い
た
後
の
陸
游
の
田
園
詩
に
は
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
な

「
報
国
」
の
意
識
が
、
繰
り
返
し
表
現
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
「
記

老
農
語
（
老
農
の
語
を
記
す
）」（
巻
五
五
）
に
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雖
然
君
恩
烏
可
忘　

然し
か

り
と
雖
も
君
恩　

烏な
ん

ぞ
忘
る
べ
け
ん
や

為
農
力
耕
自
其
職　

 

農
と
為
り
て
力
耕
す
る
こ
と　

自
ら
其
の

職
な
り

百
銭
布
被
可
過
冬　

百
銭
の
布
被　

冬
を
過
す
べ
し

但
願
時
清
無
盜
賊　

但
だ
願
う　

時
清
に
し
て
盜
賊
無
き
を

と
は
い
え
（
農
耕
の
暮
ら
し
は
苦
し
い
と
は
い
え
）、
大
君
の
御
恩
は
忘

れ
ら
れ
な
い
。
農
夫
と
し
て
耕
作
に
励
む
こ
と
こ
そ
、
我
ら
の
つ
と
め
。

百
銭
の
安
い
木
綿
布
団
が
あ
れ
ば
冬
を
越
せ
る
。
た
だ
ひ
た
す
ら
願
う
の

は
、
世
が
平
和
で
盗
賊
に
襲
わ
れ
ぬ
こ
と
。

「
晨
起
」（
巻
六
五
）
に

老
已
忘
開
巻　
　

老
い
て
已
に
巻
を
開
く
を
忘
れ

貧
猶
力
灌
園　
　

貧
し
き
も
猶
お
園
に
灌そ
そ

ぐ
に
力つ
と

む

児
孫
能
継
此　
　

児
孫　

能
く
此
を
継
げ
ば

亦
足
報
君
恩　
　

亦
た
君
恩
に
報
ゆ
る
に
足
る

年
老
い
て
も
は
や
書
物
を
繙
く
の
は
忘
れ
、
貧
し
い
け
れ
ど
も
畑
に
水
を

や
る
の
に
勤
し
む
。
子
や
孫
た
ち
が
こ
れ
を
引
き
継
い
で
く
れ
れ
ば
、
大

君
の
御
恩
に
お
応
え
す
る
こ
と
に
は
な
る
だ
ろ
う
。

「
秋
日
村
舎
二
首
」
其
二
（
巻
七
三
）
に

村
村
婚
嫁
花
簇
檐　

村
村　

婚
嫁　

花　

檐た
ん

に
簇む
ら

が
り

廟
廟
禱
祠
神
降
語　

廟
廟　

禱
祠　

神　

語
を
降
す

児
孫
力
稼
供
賦
租　

児
孫　

力
稼
し　

賦
租
を
供
し

千
年
万
年
報
明
主　

千
年　

万
年　

明
主
に
報
い
ん

あ
ち
こ
ち
の
村
で
嫁
取
り
嫁
入
り
が
行
わ
れ
て
荷
籠
に
祝
い
の
花
が
あ
ふ

れ
、
そ
こ
こ
こ
の
社や
し
ろで
祈
り
が
捧
げ
ら
れ
て
神
の
お
告
げ
が
下
る
。
子
や

孫
た
ち
は
懸
命
に
働
い
て
年
貢
を
納
め
、
千
年
万
年
に
わ
た
っ
て
英
明
な

る
天
子
の
御
恩
に
応
え
て
ゆ
く
こ
と
だ
ろ
う
。

な
ど
と
あ
っ
て
、
農
耕
に
勤
し
み
、
そ
の
成
果
を
税
と
し
て
国
家
に

納
め
る
こ
と
で
、
国
家
か
ら
受
け
た
恩
徳
に
報
い
た
い
と
の
思
い
が

表
明
さ
れ
て
い
る
。
な
お
「
記
老
農
語
」
詩
は
、
近
隣
の
農
民
の
言

葉
を
記
す
と
い
う
体
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
こ
に
は
陸

游
自
身
の
思
い
も
重
ね
ら
れ
て
い
る
。「
老
農
」
と
は
陸
游
自
身
を

指
す
と
解
し
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

　

陸
游
の
「
孝
」
の
理
念
は
、右
に
述
べ
た
よ
う
な
「
報
国
」「
報
恩
」

の
意
識
と
連
動
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
端
的
に
示
す
例
と
し
て
、

「
示
児
子
（
児
子
に
示
す
）」（
巻
四
一
）
が
次
の
よ
う
に
う
た
う
の
を
あ

げ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

禄
食
無
功
我
自
知　

禄
食　

功
無
き
こ
と
我
自
ら
知
る

汝
曹
何
以
報
明
時　

汝じ
ょ
そ
う曹　

何
を
以
て
か
明
時
に
報
ゆ
る

為
農
為
士
亦
奚
異　

 

農
と
為
り
士
と
為
る
は
亦
た
奚な
ん

ぞ
異
な
ら

ん
や

事
国
事
親
惟
不
欺　

国
に
事つ
か

え
親
に
事
う
る
は
惟た

だ
欺
か
ざ
れ

道
在
六
経
寧
有
尽　

 

道
は
六
経
に
在
り
て
寧
く
ん
ぞ
尽
く
る
有



父
と
子

─
蘇
軾
・
陸
游
の
詩
に
お
け
る
「
孝
」
を
め
ぐ
っ
て

一
九

ら
ん
や

躬
耕
百
畝
可
無
飢　

 

躬み
ず
から
百
畝
を
耕
せ
ば
飢
う
る
こ
と
無
か
る

べ
し

最
親
切
処
今
相
付　

最
も
親
切
な
る
処　

今
相
い
付
せ
ん

熟
読
周
公
七
月
詩　

周
公　

七
月
の
詩
を
熟
読
せ
よ

禄
を
食は

み
な
が
ら
も
功
を
あ
げ
て
い
な
い
の
は
自
分
で
も
わ
か
っ
て
い

る
。
お
ま
え
た
ち
は
何
に
よ
っ
て
英
明
な
る
御み

よ世
に
応こ

た

え
る
の
か
。
農
夫

で
あ
る
の
と
士
人
で
あ
る
の
と
、
何
の
違
い
が
あ
ろ
う
か
。
国
家
に
仕
え

父
母
に
仕
え
る
の
に
重
要
な
の
は
た
だ
ひ
と
つ
、
欺
か
な
い
こ
と
。
守
る

べ
き
道
は
六
経
に
書
き
記
さ
れ
て
い
て
尽
き
る
こ
と
は
な
く
、
こ
の
手
で

百
畝
の
土
地
を
耕
せ
ば
飢
え
る
こ
と
は
な
い
。
最
も
肝
心
な
訓お
し

え
を
い
ま

授
け
よ
う
。
そ
れ
は
周
公
の
「
七
月
」
の
詩
を
熟
読
す
る
こ
と
だ
。

　

第
六
句
の
「
百
畝
」
は
、
周
公
が
定
め
た
と
さ
れ
る
理
想
の
土
地

制
度
で
あ
る
井
田
制
を
あ
ら
わ
す
語
で
あ
り
、
第
八
句
の
「
七
月
」

は
周
公
の
作
と
さ
れ
る
農
耕
生
活
を
う
た
っ
た
『
詩
経
』
豳
風
の
篇

名
で
あ
る
。
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
本
詩
は
、
儒
家
の
農
本
思
想
を
宣

揚
す
る
作
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
第
二
句
に
は
「
何
を
以
て
か
明
時

に
報
ゆ
る
」
と
あ
っ
て
「
報
国
」
へ
の
願
望
を
表
明
す
る
。
そ
し
て
、

こ
こ
で
は
そ
の
願
望
が
、
第
六
句
に
「
国
に
事
え
親
に
事
う
る
は
惟

だ
欺
か
ざ
れ
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
忠
」
と
一
体
化
し
た
「
孝
」
の

理
念
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
詩
は
、
中
国
の
士
人

で
あ
れ
ば
誰
も
が
賛
同
す
る
儒
家
思
想
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
、
あ
ら
れ

も
な
く
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
よ
う
な
作
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
浮
か

び
あ
が
っ
て
く
る
の
は
、
儒
家
の
伝
統
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
愚
直

に
信
奉
す
る
儒
家
原
理
主
義
者
と
も
呼
ぶ
べ
き
知
識
人
の
肖
像
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
孝
」
を
は
じ
め
と
す
る
儒
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
信
奉
者
で
あ
る

陸
游
は
、
故
郷
の
農
村
社
会
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
在
り
方
を
し
て

い
た
だ
ろ
う
か
。
ひ
と
こ
と
で
言
う
な
ら
ば
、
官
界
を
離
れ
て
な
お

「
士
」
の
意
識
を
抱
く
郷
村
の
指リ
ー
ダ
ー

導
者
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
さ

ら
に
「
郷
紳
」
す
な
わ
ち
「
在
郷
の
縉
紳
」
と
呼
ん
で
も
い
い
か
も

し
れ
な
い
。
社
会
制
度
の
な
か
に
「
士
」
と
し
て
の
身
分
を
組
み
込

ま
れ
た
狭
義
の
「
郷
紳
」
が
歴
史
に
明
確
な
姿
を
あ
ら
わ
す
の
は
明

清
期
で
あ
る
が
、
南
宋
期
に
は
す
で
に
そ
れ
に
近
い
地
域
社
会
（
基

層
社
会
）
の
エ
リ
ー
ト
層
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
陸
游
は
、
そ
の

先
駆
的
な
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（

（1
（

。

　

陸
游
の
田
園
詩
に
は
、「
郷
紳
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
陸
游
の

人
物
像
が
少
な
か
ら
ず
表
現
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば「
春
社
有
感（
春

社　

感
有
り
）」（
巻
二
七
）
に
は
、
官
界
を
退
き
農
村
に
暮
ら
す
自
身

の
姿
を耆

年
凋
落
還
堪
嘆　

耆
年
の
凋
落　

還ま

た
嘆
く
に
堪
え
た
り

社
飲
推
排
冠
一
郷　

社
飲
の
推
排　

一
郷
に
冠
た
り



二
〇

國
學
院
中
國
學
會
報
　
第
六
十
八
輯

村
の
長
老
方
が
亡
く
な
ら
れ
た
の
は
実
に
な
げ
か
わ
し
い
。
村
の
寄
り
合

い
の
宴
席
で
は
、
わ
た
し
ご
と
き
が
一
番
の
上か
み
ざ座
に
坐
ら
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

と
う
た
っ
て
い
る
。
村
祭
り
の
酒
宴
の
席
次
が
最
上
座
に
な
っ
た
こ

と
を
述
べ
た
も
の
。
本
詩
に
附
す
原
注
に
は
「
三
山
、
百
家
之
聚
、

年
莫
余
先
者
（
三
山
、百
家
の
聚
、年　

余
に
先
ん
ず
る
者
莫
し
）」
と
あ
る
。

「
三
山
」
は
陸
游
が
暮
ら
す
紹
興
郊
外
の
村
の
名
。
陸
游
が
三
山
の

郷
村
社
会
に
溶
け
込
み
、
周
囲
の
信
頼
を
得
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

わ
れ
る
。

　

ま
た
「
三
山
卜
居
、
今
三
十
有
三
年
矣
。
屋
陋
甚
而
地
有
餘
、
数

世
之
後
、
当
自
成
一
村
。
今
日
病
少
間
、
作
詩
以
示
後
人
（
三
山
に

卜
居
す
る
こ
と
、
今
三
十
有
三
年
な
り
。
屋
陋
な
る
こ
と
甚
し
き
も
地
に
餘
り

有
り
、
数
世
の
後
、
当ま
さ

に
自
ら
一
村
を
成
す
べ
し
。
今
日
病
少
し
く
間
な
れ
ば
、

詩
を
作
り
て
以
て
後
人
に
示
す
）」（
巻
三
八
）
に
は
、
や
は
り
官
界
を
退

い
て
農
村
に
暮
ら
す
喜
び
を
う
た
う
な
か

数
椽
幸
可
伝
子
孫　

数
椽　

幸
い
に
子
孫
に
伝
う
べ
く
し
て

此
地
它
年
名
陸
村　

此
の
地　

它
年　

陸
村
と
名
づ
け
ら
れ
ん

藜
羮
一
飽
能
世
守　

藜
羮　

一
飽　

能
く
世よ
よ

に
守
れ
ば

殊
勝
養
牛
并
上
尊　

殊こ
と

に
勝
ら
ん　

養
牛
并な
ら

び
に
上
尊
に

幸
い
な
こ
と
に
、
数
軒
の
家
を
子
孫
に
の
こ
せ
て
、
い
つ
か
こ
こ
が
陸
氏

の
村
と
呼
ば
れ
れ
ば
、
じ
つ
に
う
れ
し
い
。
粗
末
な
ス
ー
プ
で
も
腹
を
満

た
す
暮
し
が
か
な
え
ば
、
上
等
な
牛
肉
と
酒
の
贅
沢
に
も
勝
る
だ
ろ
う
。

と
あ
っ
て
、
陸
氏
一
族
が
三
山
の
郷
村
を
代
表
す
る
一
族
で
あ
る
こ

と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
右
に
あ
げ
た
二
首
か
ら
は
、
も
と
は
進
士

出
身
の
官
僚
で
あ
り
な
が
ら
も
、在
郷
の
地
主（
言
い
換
え
れ
ば「
父
老
」）

と
し
て
、
郷
村
社
会
に
深
く
根
を
下
ろ
し
て
い
る
こ
と
へ
の
自
負
・

自
信
す
ら
感
じ
取
れ
る
。

　

陸
游
が
「
孝
」
の
理
念
を
篤
く
奉
じ
な
が
ら
「
報
国
」
を
目
指
し

て
農
耕
に
勤
し
み
、
納
税
を
怠
ら
な
か
っ
た
の
も
、
こ
う
し
て
郷
村

社
会
の
指
導
者
と
し
て
の
自
覚
に
支
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
先
に
あ
げ
た
「
自
詠
」
詩
に
は
「
士
章
八
十
字
、
世
世
写
屏
風

（
士
章　

八
十
字
、
世
世　

屏
風
に
写
さ
ん
）」
と
あ
っ
て
、『
孝
経
』
を
奉

ず
る
自
ら
の
暮
ら
し
に
つ
い
て
う
た
っ
て
い
た
が
、
本
詩
に
は

租
税
先
期
畢　
　

租
税　

期
に
先
ん
じ
て
畢お

え

陂
塘
與
衆
同　
　

陂
塘　

衆
と
同と
も

に
す

税
は
期
日
よ
り
も
前
に
完
納
し
、
た
め
池
は
皆
と
一
緒
に
利
用
す
る
。

と
い
う
詩
句
も
見
え
る
。在
郷
地
主
と
し
て
納
税
の
義
務
を
果
た
し
、

地
域
の
農
民
と
の
協
働
に
も
積
極
的
に
参
画
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ

た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
ま
さ
し
く
郷
村

社
会
の
指
導
者
と
し
て
の
陸
游
の
自
画
像
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
か

る
指
導
者
と
し
て
の
陸
游
の
生
き
方
の
規
範
・
指
針
と
な
っ
て
い
た

の
が
『
孝
経
』
の
教
理
で
あ
っ
た
。
陸
游
の
「
孝
」
は
、
郷
村
の
指



父
と
子

─
蘇
軾
・
陸
游
の
詩
に
お
け
る
「
孝
」
を
め
ぐ
っ
て

二
一

導
者
と
し
て
の
安
定
し
た
暮
ら
し
、
そ
の
な
か
で
得
ら
れ
た
確
固
た

る
自
負
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

六
　
蘇
軾
と
「
孝
」
─
超
俗
、
社
会
的
基
盤
の
喪
失

　

蘇
軾
の
場
合
、「
孝
」
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
方
を
示
し

て
い
た
だ
ろ
う
か
。
陸
游
と
比
較
し
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
。

　

蘇
軾
と
「
孝
」
と
の
関
連
を
考
え
る
う
え
で
注
目
し
て
み
た
い
の

は
、
第
四
節
に
あ
げ
た
「
和
陶
郭
主
簿
二
首
」
其
二
で
あ
る
。
先
ほ

ど
も
述
べ
た
よ
う
に
、
本
詩
に
は
「
血
の
連
鎖
」
と
し
て
の
「
孝
」

が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
陸
游
の
場
合
は
「
孝
」
の
道
徳
に
全
身
全
霊

を
捧
げ
て
い
た
と
言
っ
て
も
よ
く
、
と
き
に
は
「
孝
」
の
尊
さ
に
心

を
揺
さ
ぶ
ら
れ
て
涙
を
流
す
こ
と
さ
え
あ
っ
た
が
、
蘇
軾
の
場
合
は

ど
う
だ
ろ
う
か
。
あ
ら
た
め
て
本
詩
の
言
葉
を
読
ん
で
み
よ
う
。
本

文
と
書
き
下
し
文
の
み
、
再
掲
す
る
。

雀
鷇
含
淳
音　
　

雀
鷇　

淳
音
を
含
み

竹
萌
抱
静
節　
　

竹
萌　

静
節
を
抱
く

誦
我
先
君
詩　
　

我
が
先
君
の
詩
を
誦
す
れ
ば

肝
肺
為
澄
澈　
　

肝
肺　

為た
め

に
澄
澈
た
り

猶
如
鳴
鶴
和　
　

猶
お
鳴
鶴
の
和
す
る
が
如
く

未
作
獲
麟
絶　
　

未
だ
獲
麟
の
絶
と
作な

さ
ず

願
因
騎
鯨
李　
　

願
わ
く
は
騎
鯨
の
李
に
因
り
て

追
此
御
風
列　
　

此
の
御
風
の
列
を
追
う

丈
夫
貴
出
世　
　

丈
夫　

出
世
を
貴た
っ
とぶ

功
名
豈
人
傑　
　

功
名　

豈
に
人
傑
な
ら
ん
や

家
書
三
萬
卷　
　

家
書　

三
万
巻

獨
取
服
食
訣　
　

独ひ
と

り
服
食
の
訣
を
取
る

地
行
即
空
飛　
　

地
行　

空
に
即つ

き
て
飛
び

何
必
挾
日
月　
　

何な
ん

ぞ
必か
な
らず

し
も
日
月
を
挾
さ
し
は
さま

ん

　

冒
頭
の
四
句
は
、
蘇
軾
が
父
蘇
洵
の
詩
句
を
朗
誦
し
た
こ
と
を
述

べ
、
つ
づ
く
第
五
句
「
猶
お
鳴
鶴
の
和
す
る
が
如
し
」
は
、
父
の
詩

句
を
朗
誦
す
る
自
分
の
声
を
、
親
の
鶴
に
和
し
て
鳴
く
子
の
鶴
の
鳴

き
声
に
重
ね
て
述
べ
る
。
第
六
句
「
未
だ
獲
麟
の
絶
と
作な

さ
ず
」
は
、

こ
う
し
て
父
の
詩
句
を
朗
誦
す
る
こ
と
で
、
蘇
軾
一
族
の
家
学
で
あ

る
「
斯
文
」
の
伝
統
が
途
切
れ
ず
に
継
承
さ
れ
た
と
言
っ
た
も
の
だ

ろ
う
。
以
上
、
前
半
の
六
句
は
、
士
人
＝
知
識
人
の
一
族
で
あ
る
蘇

氏
の
「
血
の
連
鎖
」
を
表
現
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
で
は
、
第

七
句
以
降
の
後
半
部
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
一
読
し
て
、
後

半
部
に
は
前
半
部
と
方
向
を
異
に
す
る
表
現
が
な
さ
れ
て
お
り
、
作

品
と
し
て
の
統
一
が
失
わ
れ
て
い
る
か
に
見
え
な
く
も
な
い
。
本
詩

の
引
に
「
意
に
随
い
て
寓
す
る
所
な
れ
ば
、
復ま

た
倫
次
無
し
」
と
述

べ
る
の
は
、こ
の
あ
た
り
の
不
統
一
を
指
し
て
言
っ
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
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第
七
～
十
句
に
お
い
て
蘇
軾
は
、李
白
や
列
子
の
後
を
追
い
か
け
、

功
名
を
求
め
て
齷
齪
す
る
世
俗
を
抜
け
出
し
た
い
と
言
う
。そ
し
て
、

更
に
第
十
一
～
十
四
句
で
は
、
家
蔵
の
書
物
の
う
ち
、
特
に
仙
人
に

な
る
た
め
の
養
生
法
に
関
す
る
書
物
を
選
ん
で
読
み
、
仙
人
を
め
ざ

し
た
い
と
言
う
。
第
六
句
で
は
、
家
学
で
あ
る
「
斯
文
」
す
な
わ
ち

儒
家
思
想
の
継
承
を
語
っ
て
い
た
蘇
軾
で
あ
る
が
、
詩
の
後
半
部
に

至
っ
て
は
「
斯
文
」
の
枠
組
み
を
逸
脱
し
て
、
仙
界
へ
の
志
向
を
語

ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
本
詩
の
前
半
部
に
は
「
血
の
連
鎖
」
に
支

え
ら
れ
た
儒
家
的
な
「
孝
」
観
念
が
う
た
わ
れ
て
い
た
が
、
蘇
軾
の

奔
放
に
し
て
闊
達
な
思
想
は
そ
の
枠
組
み
を
超
え
出
て
ゆ
く
。「
血

の
連
鎖
」
と
し
て
の
「
孝
」
は
、
蘇
軾
の
よ
う
な
自
由
奔
放
な
る
精

神
の
持
ち
主
に
と
っ
て
は
、
自
由
を
縛
る
「
鎖
」
で
も
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
、
あ
く
ま
で
も
儒
家
的
な
「
孝
」
観
念
の
枠

内
に
留
ま
る
陸
游
の
思
想
と
の
間
に
根
本
的
な
差
異
を
示
し
て
い

る
。
こ
こ
に
は
、
儒
家
原
理
主
義
者
た
る
陸
游
と
は
異
質
な
、
蘇
軾

な
ら
で
は
の
自
由
奔
放
な
思
想
が
あ
ら
わ
れ
て
い
よ
う
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。

　

陶
淵
明
の
原
唱
「
和
郭
主
簿
」
詩
の
其
一
に
は
、
前
掲
の
「
弱
子

戯
我
側
、
学
語
未
成
音
（
弱
子　

我
が
側
に
戯
れ
、
語
を
学
び
て
未
だ
音
を

成
さ
ず
）」
句
に
つ
づ
け
て
「
此
事
真
復
楽
、
聊
用
忘
華
簪
（
此
の
事　

真
に
復ま

た
楽
し
、
聊
か
用
て
華
簪
を
忘
る
）」
と
あ
っ
て
、「
華
簪
」
＝
世

俗
を
忘
れ
去
ろ
う
と
す
る
意
思
を
述
べ
る
。
ま
た
、
同
詩
の
其
二
に

は
、
秋
の
す
が
す
が
し
い
景
色
を
う
た
う
な
か
「
芳
菊
開
林
耀
、
青

松
冠
巌
列
（
芳
菊　

林
を
開
き
て
耀か

が
やき
、
青
松　

巌
に
冠
し
て
列つ

ら

ぬ
）」
と
菊

や
松
の
超
俗
的
な
節
操
を
う
た
っ
た
う
え
で
、そ
れ
を
体
現
す
る「
幽

人
」
＝
隠
者
の
生
き
方
へ
の
憧
れ
を
述
べ
て
い
る
。
蘇
軾
の
次
韻
詩

「
和
陶
郭
主
簿
二
首
」
其
二
の
後
半
部
が
示
す
思
想
的
自
由
奔
放
さ

に
は
、
こ
う
し
た
陶
淵
明
の
思
想
へ
の
応
答
と
い
っ
た
性
格
を
見
て

取
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
果
た
し
て
そ
れ
だ
け
だ
ろ
う
か
。

　

第
五
節
に
述
べ
た
よ
う
に
、
陸
游
の
人
物
像
に
は
郷
村
社
会
の
指

導
者
と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
。
陸
游
は
、
地
域
の
名
族
と
し
て
郷
村

社
会
に
安
定
し
た
基
盤
を
築
い
て
お
り
、
ま
た
そ
の
基
盤
の
う
え
に

立
っ
て
「
孝
」
や
「
忠
」
を
尽
く
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
蘇
軾
は
、
そ
の
よ
う
な
安
定
し
た
社
会

的
基
盤
を
有
し
て
い
な
い
。
朝
廷
を
逐
わ
れ
、
故
郷
を
離
れ
て
、
遠

く
南
方
の
地
に
貶
謫
さ
れ
た
蘇
軾
に
と
っ
て
は
、
そ
も
そ
も
身
を
安

ん
ず
る
に
足
る
共
同
体
、
す
な
わ
ち
国
家
や
郷
村
社
会
な
ど
存
在
し

な
か
っ
た
の
だ
。
国
家
や
郷
村
社
会
ど
こ
ろ
か
、
家
族
＝
家
庭
さ
え

も
完
全
な
形
で
は
存
在
し
て
お
ら
ず
、
身
を
安
ん
ず
る
場
と
は
な
り

得
な
か
っ
た
。
家
族
が
あ
ち
こ
ち
に
離
れ
離
れ
の
状
態
で
分
散
し
て

暮
ら
し
て
い
た
蘇
軾
に
は
、
陸
游
の
よ
う
に
一
族
郎
党
そ
ろ
っ
て
故

郷
の
村
に
暮
ら
せ
る
安
ら
ぎ
な
ど
望
む
べ
く
も
な
か
っ
た
の
で
あ



父
と
子

─
蘇
軾
・
陸
游
の
詩
に
お
け
る
「
孝
」
を
め
ぐ
っ
て

二
三

る
。
こ
う
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
基
盤
を
欠
い
た
状
態
で
暮
ら

さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
蘇
軾
に
は
、
陸
游
の
よ
う
に
「
孝
」
に
対
し

て
全
身
全
霊
を
捧
げ
ら
れ
る
よ
う
な
条
件
は
十
分
に
備
わ
っ
て
い
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
和
陶
郭
主
簿
二
首
」
が
其
二
の
後
半
部

に
至
っ
て
「
孝
」
か
ら
の
逸
脱
を
表
現
す
る
思
想
的
自
由
奔
放
さ
の

背
後
に
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
を
想
定
し
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

　

そ
の
意
味
で
は
、
蘇
軾
の
思
想
の
自
由
奔
放
さ
と
は
、「
孝
」
観

念
に
身
を
捧
げ
る
に
足
る
社
会
的
基
盤
を
奪
わ
れ
て
い
た
蘇
軾
が
、

そ
の
欠
落
を
埋
め
合
わ
せ
る
た
め
に
作
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
っ
た
と

考
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
蘇
軾
の
超
俗
的
な
自
由
奔
放
さ
に
つ

い
て
、
我
々
は
そ
れ
を
文
学
的
な
美
質
と
し
て
称
賛
す
る
。
だ
が
、

そ
の
奥
底
に
は
自
ら
の
存
在
基
盤
を
奪
わ
れ
た
者
の
苦
渋
や
悲
哀
が

つ
ね
に
蟠
わ
だ
か
まっ

て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
点
に
思
い
を
致
す
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。

注（
（
） 講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
七
七
年
。
初
出
は
一
九
二
七
年
。

（
（
） 以
下
、
蘇
軾
詩
の
引
用
は
馮
応
榴
輯
注
、
乾
隆
年
間
桐
郷
馮
氏
踵
息
斎
刊

本
『
蘇
文
忠
公
詩
合
注
』（
中
文
出
版
社
、
一
九
七
九
年
影
印
）
に
よ
り
、

題
下
に
巻
数
を
附
す
。

（
（
） 以
下
、
陸
游
詩
の
引
用
は
銭
仲
聯
校
注
『
剣
南
詩
稿
校
注
』（
上
海
古
籍
出

版
社
、
一
九
八
五
年
）
に
よ
り
、
題
下
に
巻
数
を
附
す
。

（
（
） 「
血
の
連
鎖
」
は
生
殖
と
い
う
動
物
的
・
生
物
的
な
営
み
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
る
。「
孝
」
は
、
人
に
備
わ
る
動
物
的
・
生
物
的
な
性
格
に
支
え
ら
れ
た

道
徳
観
念
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
仁
」
や
「
忠
」
な
ど
の
他
の
徳
目
と

や
や
異
な
っ
て
い
よ
う
。
こ
の
点
を
視
野
に
入
れ
た
「
孝
」
研
究
の
代
表

的
な
成
果
と
し
て
加
地
伸
行
氏
の
一
連
の
論
著
が
あ
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば

『
加
地
伸
行
著
作
集
Ⅲ　

孝
研
究

─
儒
教
基
礎
論
』（
研
文
出
版
、

二
〇
一
〇
年
）
前
篇
第
一
部
第
二
章
「
孔
子
に
お
け
る
愛
と
死
と
〈
孝
〉

と

─
中
国
に
お
け
る
宗
教
思
想
の
一
前
提
」、同
上
第
三
章
「
曾
子
と
『
曾

子
』
学
派
と
」（
と
も
に
初
出
は
一
九
六
四
年
）
は
、「
親
子
」
と
い
う
「
不

合
理
な
」「
生
物
的
関
係
」
と
し
て
の
「
血
の
鎖
」
が
形
作
る
も
の
を
「
孝

的
原
質
」
あ
る
い
は
「
零
次
的
孝
」
と
位
置
づ
け
て
論
じ
て
い
る
。

（
（
） 監
督
山
田
洋
次
、
脚
本
山
田
洋
次
・
朝
間
義
隆
、
原
作
藤
沢
周
平
、
松
竹
、

二
〇
〇
二
年
。

（
（
） 引
用
の
脚
本
は
浅
見
が
映
画
か
ら
文
字
に
起
こ
し
た
も
の
に
よ
る
。
な
お
、

こ
の
対
話
は
藤
沢
周
平
の
原
作
に
は
見
え
ず
、
映
画
独
自
の
脚
色
で
あ
る
。

ま
た
、
引
用
を
省
略
し
た
部
分
に
は
女
子
に
と
っ
て
の
学
問
の
意
義
を
め

ぐ
る
対
話
が
交
わ
さ
れ
る
。
映
画
に
お
い
て
は
重
要
な
意
味
を
も
つ
対
話

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。

（
（
） 袁
行
霈
撰
『
陶
淵
明
集
箋
注
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
三
年
）
巻
二
。

（
（
） 仇
兆
鰲
注
『
杜
詩
詳
注
』（
中
華
書
局
、
二
〇
一
五
年
）
巻
一
〇
。



二
四

國
學
院
中
國
學
會
報
　
第
六
十
八
輯

（
（
） 朱
金
城
箋
校
『
白
居
易
集
箋
校
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）
巻

三
七
。
本
詩
の
存
在
は
澤
崎
久
和
氏
に
教
え
ら
れ
た
。

（
（0
） 辛
更
儒
箋
校
『
楊
万
里
集
箋
校
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
七
年
）
巻
一
〇
。

（
（（
） 「
静
節
」は「
靖
節
」に
作
る
テ
ク
ス
ト
も
あ
る
。
和
陶
詩
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

意
図
的
に
陶
淵
明
の
諡
た
る
「
靖
節
」
を
用
い
た
か
。

（
（（
） 陸
游
の
農
本
思
想
に
つ
い
て
は
、拙
論
「
陸
游
詩
中
的
田
園
与
国
家
：
以
《
耕

織
図
詩
》
及
勧
農
文
、
諭
俗
文
為
線
索
」（
衣
若
芬
主
編
『
五
声
十
色
：
文

図
学
視
聴
進
行
式
』
文
図
学
会
、二
〇
二
二
年
）、お
よ
び
「『
士
』
と
『
農
』、

『
勧
農
』と『
躬
耕
』
─
陸
游
と
そ
の
田
園
詩
に
つ
い
て
」（『
ア
ジ
ア
遊
学
』

二
七
七
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
二
二
年
）
に
若
干
の
私
見
を
述
べ
た
。

（
（（
） 陸
游
と
「
孝
」
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
注
（（
所
掲
の
拙
論
を
あ
わ
せ
て

参
照
。

（
（（
） こ
こ
は
「
冬
学
」
と
呼
ば
れ
る
農
閑
期
の
子
供
向
け
の
学
校
で
教
鞭
を
執
っ

た
こ
と
を
述
べ
た
も
の
か
。
陸
游
に
は
「
冬
学
」
の
教
師
を
つ
と
め
る
こ

と
を
う
た
っ
た
作
「
秋
日
郊
居
八
首
」
其
七
（
巻
二
五
）
が
あ
り
、
詩
に

附
す
原
注
に
は
「
農
家
十
月
乃
遣
子
入
学
、
謂
之
冬
学
、
所
読
雑
字
・
百

家
姓
之
類
、
謂
之
村
書
」
と
あ
る
。
あ
る
い
は
、
陸
氏
一
族
の
子
弟
に
向

け
て
初
学
を
講
じ
た
と
も
解
せ
る
か
。

（
（（
） 宋
代
の
「
勧
農
文
」「
諭
俗
文
」
に
つ
い
て
は
主
に
宮
沢
知
之
「
南
宋
勧
農

論

─
農
民
支
配
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」（
中
国
史
研
究
会
『
中
国
史
像
の
再

構
成

─
国
家
と
農
民
』
文
理
閣
、
一
九
八
三
年
）、
小
林
義
廣
「
宋
代
の

『
諭
俗
文
』」（
宋
代
史
研
究
会
『
宋
代
の
政
治
と
社
会
』
汲
古
書
院
、

一
九
八
八
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
（（
） 『
朱
文
公
文
集
』（『
四
部
叢
刊
』
本
）
巻
九
九
。

（
（（
） 「
郷
紳
」
に
つ
い
て
は
主
に
奥
崎
裕
司
『
中
国
郷
紳
地
主
の
研
究
』（
汲
古

書
院
、
一
九
七
八
年
）、
劉
子
健
著
・
梅
原
郁
抄
訳
「
劉
宰
小
論

─
南
宋

一
郷
紳
の
軌
跡
」（『
東
洋
史
研
究
』
第
三
七
巻
第
一
号
、
一
九
七
八
年
）、

寺
地
遵
「
湖
田
に
対
す
る
南
宋
郷
紳
の
抵
抗
姿
勢

─
陸
游
と
鑑
湖
の
場

合
」（『
史
学
研
究
』
第
一
七
三
号
、
一
九
八
五
年
）、
濱
島
敦
俊
「
民
望
か

ら
“
郷
紳
”
へ

─
十
六
・
七
世
紀
の
江
南
士
大
夫
」（『
大
阪
大
学
大
学
院

文
学
研
究
科
紀
要
』
第
四
一
巻
、
二
〇
〇
一
年
）、
寺
田
隆
信
『
明
代
郷
紳

の
研
究
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
を
参
照
。
特
に

寺
地
氏
の
論
考
は
陸
游
を
明
確
に
「
郷
紳
」
と
呼
ん
で
い
る
点
で
重
要
で

あ
る
。

【
附
記
】
本
稿
は
、國
學
院
大
學
中
國
學
會
第
六
五
回
大
会
（
二
〇
二
二

年
一
〇
月
二
三
日
、
於
國
學
院
大
學
）
に
て
行
っ
た
公
開
講
演
に
も
と
づ

く
。
石
本
道
明
会
長
を
は
じ
め
と
す
る
同
会
の
先
生
方
の
ご
教
示
に

深
く
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。

〔
キ
ー
ワ
ー
ド
〕
蘇
軾
、
陸
游
、
孝
、
父
子
、
血
の
連
鎖


