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藤
原
宇
合
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悲
不
遇
」
詩
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論

─
藤
原
宇
合
の
賢
者
論
─

土
佐
朋
子

　
　
　
　

悲
不
遇　

一
首 

藤
原
宇
合

賢
者
悽
年
暮 

明
君
冀
日
新 

周
日
載
逸
老 

殷
夢
得
伊
人

搏
挙
非
同
翼 

相
忘
不
異
鱗 

南
冠
労
楚
奏 

北
節
倦
胡
塵

学
類
東
方
朔 

年
餘
朱
買
臣 

二
毛
雖
已
富 

万
巻
徒
然
貧

（『
懐
風
藻
』
九
一
）

一
、
は
じ
め
に

　

右
は
、『
懐
風
藻
』
所
収
の
藤
原
宇
合
「
悲
不
遇
」
詩
で
あ
る
。

　

従
来
は
、
遣
唐
副
使
、
常
陸
守
、
持
節
大
将
軍
、
西
海
道
節
度
使
な

ど
、
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
地
で
の
職
務
の
連
続
で
あ
っ
た
宇
合
自
身
の
不

遇
感
を
表
明
し
た
作
品
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る（
１
）。

そ
の
一
方

で
、
不
遇
で
あ
り
貧
で
あ
る
こ
と
へ
の
嘆
き
を
、
高
位
高
官
に
あ
っ
た
宇

合
の
も
の
と
す
る
こ
と
へ
の
疑
問
も
持
た
れ
、
倭
判
官
な
ど
他
人
の
不
遇

感
の
代
弁
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
（
林
古
渓
『
懐
風
藻
新
註
』）
も
出

さ
れ
て
お
り
、
解
釈
は
定
ま
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
第
三
句
か
ら
第
一
〇

句
に
わ
た
る
典
拠
を
ふ
ま
え
た
表
現
を
有
機
的
に
結
び
つ
け
た
解
釈
も
ま

だ
出
さ
れ
て
い
な
い
。

　
「
不
遇
」
と
い
う
語
句
が
詩
題
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
本
作
品

の
特
徴
の
一
つ
と
言
え
る
。
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『
懐
風
藻
』
に
は
他
に
見
ら
れ
ず
、
漢
籍
に
お
い
て
も
管
見
で
は
董
仲

舒
「
士
不
遇
賦
」
と
司
馬
遷
「
悲
士
不
遇
賦
」、
そ
し
て
こ
れ
ら
二
首
に

感
銘
を
受
け
て
作
ら
れ
た
陶
淵
明
「
感
士
不
遇
賦（
２
）」
し
か
見
出
せ
な
い
。

こ
の
こ
と
か
ら
は
、
釋
淸
潭
『
懐
風
藻
新
釈
』
が
「
例
の
少
な
き
題
目
な

り
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
不
遇
」
と
い
う
語
句
を
詩
題
と
し
て
掲
げ

る
こ
と
は
特
殊
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
語
句
を
共
有
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
宇
合
が
こ
れ
ら
三
作
品
に
触
発
さ
れ
た
可
能
性
は
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
清
廉
潔
白
な
人
物
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
俗
世
に

対
す
る
憤
り
や
嘆
き
と
、
自
ら
の
処
世
に
対
す
る
抱
負
で
構
成
さ
れ
る
三

作
品
に
対
し
て
、
宇
合
作
品
で
は
特
段
自
ら
の
抱
負
が
表
明
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
は
見
え
な
い
。
ま
た
、
列
挙
さ
れ
る
歴
史
上
の
人
物
例
も
す
べ
て

異
な
っ
て
お
り
、
同
じ
「
不
遇
」
を
詩
題
に
掲
げ
て
い
て
も
、
漢
籍
三
作

品
が
宇
合
作
品
の
直
接
の
典
拠
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。

　

た
だ
、
こ
の
三
作
品
に
お
い
て
注
意
さ
れ
る
の
は
、
董
仲
舒
、
司
馬

遷
、
陶
淵
明
が
自
身
の
不
遇
あ
る
い
は
そ
れ
に
対
す
る
個
人
的
な
心
情
の

吐
露
に
終
止
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。「
不
遇
」
は
大

陸
の
知
識
人
に
お
け
る
重
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
作
品

は
、「
不
遇
」
に
対
す
る
解
釈
を
歴
史
的
視
座
か
ら
定
め
、
自
分
な
り
に

「
不
遇
」
と
い
う
現
象
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
試
み
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。

　

宇
合
作
品
も
ま
た
、
自
分
自
身
の
不
遇
の
主
張
や
特
定
の
誰
か
の
不
遇

の
代
弁
で
は
な
く
、
日
本
の
知
識
人
と
し
て
の
自
負
に
も
と
づ
く
、「
不

遇
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
対
す
る
挑
戦
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で

は
、
本
作
品
を
、
宇
合
が
漢
籍
に
お
け
る
不
遇
と
賢
者
を
め
ぐ
る
言
説
を

受
容
し
な
が
ら
、
不
遇
と
い
う
問
題
を
通
し
て
賢
者
と
し
て
の
生
き
方
を

論
じ
た
も
の
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
を
試
み
る
。

二
、
解
釈
上
の
問
題
点

　

こ
の
作
品
に
対
し
て
は
、
従
来
、「
徹
頭
徹
尾
、
自
他
古
今
共
に
不
明

な
り
」（
釋
淸
潭
『
懐
風
藻
新
釈
』）
を
初
め
と
し
て
、
故
事
の
羅
列
は
認

め
ら
れ
る
が
詩
全
体
と
し
て
の
構
成
や
意
味
が
分
か
り
に
く
い
と
い
う
評

価
が
下
さ
れ
て
き
た
。
用
い
ら
れ
る
故
事
一
つ
一
つ
の
典
拠
は
す
で
に
指

摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
が
連
結
す
る
こ
と
に
よ
り
ど
の
よ
う
な
文
脈

を
構
成
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
明
確
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は

言
え
な
い
。

　

冒
頭
二
句
に
お
い
て
、
年
が
暮
れ
る
こ
と
を
悲
し
む
賢
者
と
、
日
々
新

し
く
進
化
し
て
い
く
こ
と
を
期
待
す
る
明
君
と
が
描
き
出
さ
れ
る
。
賢
者

が
不
遇
な
ま
ま
無
為
に
時
ば
か
り
過
ぎ
去
る
こ
と
を
嘆
く
一
方
で
、
明
君

は
賢
者
を
見
出
し
前
進
し
て
い
く
こ
と
を
願
う
と
言
う
。
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第
三
句
目
以
降
、
第
一
〇
句
に
か
け
て
漢
籍
の
故
事
が
列
挙
さ
れ
て
い

く
。

　

ま
ず
、
第
三
・
四
句
で
は
、
第
一
・
二
句
を
受
け
、
そ
の
よ
う
な
賢
者

と
明
君
が
出
会
っ
た
幸
運
な
例
と
し
て
、
周
文
王
と
太
公
望
そ
し
て
殷
武

丁
と
傅
説
そ
れ
ぞ
れ
の
出
会
い
を
挙
げ
る
。

　

第
五
・
六
句
は
『
荘
子
』
を
典
拠
と
し
な
が
ら
、
大
き
く
飛
翔
す
る
鳥

の
翼
は
同
じ
で
は
な
く
、
江
湖
に
解
放
さ
れ
互
い
の
存
在
を
忘
れ
て
泳
い

で
い
る
魚
の
鱗
は
区
別
が
つ
か
な
い
と
言
う
。

　

第
七
・
八
句
は
他
国
で
捕
虜
に
な
っ
た
二
人
の
故
事
を
挙
げ
る
。
第
七

句
で
は
、
晋
の
捕
虜
と
な
っ
て
も
楚
の
冠
を
被
り
続
け
、
楚
の
曲
を
奏
で

た
楚
人
鍾
儀
（『
春
秋
左
氏
伝
』
成
公
九
年
）
を
、
第
八
句
で
は
、
匈
奴

の
捕
虜
と
な
り
再
三
降
伏
す
る
よ
う
促
さ
れ
て
も
漢
の
節
を
握
り
し
め
投

降
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
漢
人
蘇
武
（『
漢
書
』
蘇
武
伝
）
を
そ
れ
ぞ
れ

掲
げ
て
い
る
。

　

第
九
・
一
〇
句
で
は
学
と
年
齢
に
関
す
る
故
事
を
も
つ
二
人
を
挙
げ

る
。
第
九
句
で
は
、
四
四
万
字
を
暗
誦
し
た
と
豪
語
し
た
東
方
朔
（『
漢

書
』
東
方
朔
伝
）
を
挙
げ
、
そ
の
東
方
朔
に
匹
敵
す
る
学
問
を
身
に
付
け

た
こ
と
を
言
い
、
第
一
〇
句
で
は
、「
我
五
十
に
し
て
当
に
富
貴
な
る
べ

し
」
と
宣
言
し
そ
の
通
り
に
な
っ
た
朱
買
臣
（『
漢
書
』
朱
買
臣
伝
）
を

挙
げ
、
年
齢
は
朱
買
臣
を
超
え
た
こ
と
を
言
う
。

　

末
尾
二
句
に
お
い
て
は
、「
二
毛
」
つ
ま
り
白
髪
が
目
立
つ
頭
に
な
る

ほ
ど
老
い
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
万
巻
の
書
を
前
に
し
て
貧
し
い
ま
ま

で
あ
る
境
遇
を
述
べ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
こ
の
詩
は
、
冒
頭
二
句
と
末
尾
二
句
が
時

の
経
過
す
な
わ
ち
老
と
い
う
点
で
呼
応
し
合
い
、
そ
の
間
に
二
句
一
組
と

な
っ
た
故
事
が
列
挙
さ
れ
る
と
い
う
構
成
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
故
事
は
一
つ
一
つ
単
独
で
見
た
時
に
は
、
そ
の

意
味
内
容
に
特
段
不
明
瞭
な
点
は
な
い
。
し
か
し
、
作
品
全
体
と
し
て
考

え
よ
う
と
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
故
事
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
な
が

ら
ど
の
よ
う
な
文
脈
を
構
成
し
て
い
る
の
か
が
分
か
り
に
く
く
な
る
。

　

第
三
・
四
句
の
太
公
望
と
傅
説
の
故
事
は
、
賢
者
と
明
君
と
の
邂
逅
の

例
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
と
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
第
九
・
一
〇
句
の

東
方
朔
と
朱
買
臣
は
、
学
問
を
十
分
に
身
に
付
け
、
年
齢
も
重
ね
た
こ
と

を
示
し
て
お
り
、「
万
巻
」
の
書
を
読
む
老
人
を
描
く
末
尾
二
句
に
連
結

し
て
い
く
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
第
五
・
六
句
の
荘
子
を
典
拠
と
し
た
二
つ
の
表
現
、
す
な
わ

ち
飛
翔
す
れ
ば
翼
が
異
な
る
鳥
と
、
お
互
い
を
忘
れ
て
泳
ぐ
鱗
が
同
じ
魚

と
は
、
賢
者
と
明
君
の
関
係
を
描
く
冒
頭
四
句
と
ど
の
よ
う
な
意
味
を

持
っ
て
連
結
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
難
解
で
あ
る
。
諸
注
釈
も
、「
人

生
観
が
寓
さ
れ
て
い
る
」（
澤
田
総
清
『
懐
風
藻
註
釈
』）、
翼
が
同
じ
な
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の
は
「
遇
不
遇
」
で
あ
り
鱗
を
異
に
す
る
の
は
「
運
命
」
で
あ
る
（
世
良

亮
一
『
懐
風
藻
評
釈
』）、「
高
位
に
栄
達
す
る
に
は
菲
才
の
及
ぶ
所
で
は

な
い
が
、
忘
形
の
交
を
結
ぶ
心
友
を
得
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
」

（
杉
本
行
夫
『
懐
風
藻
』）、「
高
低
賢
愚
、
色
色
」
だ
か
ら
「
助
け
合
わ
ね

ば
な
ら
ぬ
」（
林
古
渓
『
懐
風
藻
新
註
』）
な
ど
実
に
様
々
な
解
釈
を
施
し

て
い
る
。
小
島
憲
之
『
大
系
』
で
は
、
第
五
句
は
「
同
じ
人
の
中
に
も
世

に
挙
げ
ら
れ
る
も
の
も
あ
り
、
自
分
の
よ
う
に
挙
げ
ら
れ
な
い
不
遇
の
者

も
あ
っ
て
、
一
様
で
は
な
い
」
と
さ
れ
、
第
六
句
に
つ
い
て
は
「
こ
こ
で

は
単
に
荘
子
の
語
句
を
利
用
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
用
い
ら
れ
ず
に
人
に

忘
れ
ら
れ
る
の
は
運
命
で
あ
り
、
こ
の
点
は
誰
も
同
じ
だ
」
と
す
べ
き
と

さ
れ
、
典
拠
と
な
っ
た
荘
子
の
文
脈
は
関
係
な
い
と
い
う
見
解
を
示
す
に

至
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
第
七
・
八
句
の
捕
虜
の
故
事
に
つ
い
て
も
、
荘
子
を
典
拠
と
し

た
鳥
や
魚
の
話
か
ら
の
連
結
、
そ
し
て
東
方
朔
や
朱
買
臣
の
故
事
を
典
拠

と
し
た
老
と
貧
へ
の
展
開
が
、
ど
の
よ
う
な
論
理
性
を
持
っ
て
な
さ
れ
て

い
る
の
か
、
難
解
で
あ
る
。
従
来
は
、
宇
合
に
「
奉
西
海
道
節
度
使
之

作
」
詩
が
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
陸
奥
海
道
西
海
道
へ
の
従
事
に
対

す
る
宇
合
自
身
の
不
遇
感
が
表
明
さ
れ
た
句
だ
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か

し
、
宇
合
は
陸
奥
海
道
へ
は
持
節
大
将
軍
、
西
海
道
へ
は
節
度
使
と
い
う

言
わ
ば
指
揮
者
と
し
て
出
征
し
、
ど
ち
ら
も
捕
虜
に
な
る
ど
こ
ろ
か
十
分

な
軍
功
を
挙
げ
て
無
事
帰
京
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
宇
合
と
二
人
の
捕

虜
と
の
間
に
、
境
遇
の
類
似
性
が
本
当
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
た
と
え
宇
合
の
不
遇
感
の
表
明
と
捉
え
た
と
し
て
も
、
前
二
句
と

の
論
理
的
整
合
性
が
見
出
し
に
く
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
列
挙
さ
れ
る
故
事
一
つ
一
つ
の
典
拠
に
つ
い
て
は
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
ら
の
有
機
的
な
連
結
と
論
理
的
な
展
開
お
よ

び
作
品
全
体
に
お
け
る
表
現
上
の
役
割
に
つ
い
て
は
適
切
な
説
明
が
な
さ

れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
こ

と
に
す
る
。

三
、「
賢
者
」
と
「
不
遇
」

　

古
来
、
漢
籍
に
お
い
て
は
、「
賢
不
肖
」
と
「
遇
不
遇
」
と
は
セ
ッ
ト

で
論
じ
ら
れ
る
問
題
で
あ
っ
た
。

　

例
え
ば
次
の
よ
う
な
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

①
夫
れ
遇
不
遇
は
時
な
り
。
賢
不
肖
は
材
な
り
。
君
子
は
博
く
学
び

深
く
謀
る
も
、
時
に
遇
は
ざ
る
者
多
し
。
是
に
由
り
て
之
を
観
れ

ば
、
世
に
遇
は
ざ
る
者
衆
し
。
…
夫
れ
賢
と
不
肖
は
材
な
り
。
為
す

と
為
さ
ざ
る
は
人
な
り
。
遇
と
不
遇
は
時
な
り
。
死
生
は
命
な
り
。
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今
其
の
人
有
る
も
、
其
の
時
に
遇
は
ざ
れ
ば
、
賢
と
雖
も
、
其
れ
能

く
行
は
ん
や
。
苟
も
其
の
時
に
遇
へ
ば
、
何
の
難
き
こ
と
か
之
れ
有

ら
ん
。
故
に
君
子
は
博
く
学
び
深
く
謀
り
、
身
を
脩
め
て
行
ひ
を
端

し
、
以
て
其
の
時
を
俟
つ
。（『
荀
子
』
宥
坐
篇
）

②
操
行
に
は
常
賢
有
る
も
、
仕
宦
に
は
常
遇
無
し
。
賢
不
賢
は
才
な

り
。
遇
不
遇
は
時
な
り
。
才
高
く
行
潔
き
も
、
以
の
必
ず
尊
貴
な
る

を
保
す
べ
か
ら
ず
。
能
薄
く
操
濁
る
も
、
以
の
必
ず
卑
賤
な
る
を
保

す
べ
か
ら
ず
。
或
い
は
高
才
潔
行
に
し
て
、
遇
は
ざ
れ
ば
退
け
ら
れ

て
下
流
に
在
り
。
薄
能
濁
操
な
る
も
、
遇
へ
ば
進
み
て
衆
上
に
在

り
。
…
進
む
は
遇
ふ
に
在
り
、
退
け
ら
る
る
は
遇
は
ざ
る
に
在
り
。

尊
に
処
り
顕
に
居
る
も
未
だ
必
ず
し
も
賢
な
ら
ず
、
遇
へ
ば
な
り
。

卑
に
位
し
下
に
在
る
も
、
未
だ
必
ず
し
も
愚
な
ら
ず
、
遇
は
ざ
れ
ば

な
り
。（『
論
衡
』
逢
遇
篇
）

　

①
『
荀
子
』
宥
坐
篇
は
、
善
を
為
す
孔
子
が
な
に
ゆ
え
世
に
見
出
さ
れ

な
い
の
か
と
い
う
子
路
の
疑
問
に
対
し
て
、
孔
子
が
答
え
た
言
葉
の
一
節

で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
賢
不
肖
は
資
質
の
問
題
だ
が
、
遇
不
遇
は
時
の
問

題
で
あ
り
、
相
関
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
一
節
は
、『
孔
子
家
語
』
在
厄
篇
、『
韓
詩
外
伝
』
巻
七
、『
説
苑
』

雑
言
篇
に
お
い
て
も
同
様
に
、
善
を
為
す
者
の
不
遇
を
疑
問
に
思
う
子
路

に
対
す
る
孔
子
の
回
答
と
し
て
、「
遇
不
遇
は
時
な
り
、
賢
不
肖
は
才
な

り
」（『
孔
子
家
語
』）、「
賢
不
肖
は
材
な
り
、
遇
不
遇
は
時
な
り
」（『
韓

詩
外
伝
』）、「
賢
不
肖
は
才
な
り
…
遇
不
遇
は
時
な
り
」（『
説
苑
』）
と
い

う
よ
う
に
、
少
し
形
を
変
え
な
が
ら
繰
り
返
し
表
れ
る
。

　

②
は
『
論
衡
』
逢
遇
篇
の
冒
頭
部
で
あ
る
。
遇
不
遇
は
時
に
よ
る
も
の

で
あ
り
、
そ
の
人
の
才
能
の
有
無
と
は
関
係
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、『
論
衡
』
逢
遇
篇
の
末
尾
近
く
で
は
、「
賢
不
肖
は
予
め
知
る
べ
き

も
、
遇
ふ
は
先
に
図
り
難
し
」
と
い
う
よ
う
に
、
賢
と
不
肖
と
は
予
め
区

別
で
き
る
が
、
遇
は
い
つ
訪
れ
る
か
分
か
ら
ず
時
運
に
委
ね
る
し
か
な
い

も
の
だ
と
も
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
に
引
き
続
い
て
次
の
よ
う
な
論

を
展
開
す
る
。

世
俗
の
議
に
曰
く
、「
賢
人
は
遇
ふ
べ
く
、
遇
は
ざ
る
は
亦
自
ら
其

の
咎
な
り
。
生
ま
れ
て
世
を
希
ひ
主
に
准
じ
、
観
鍳
し
て
内
に
治

め
、
能
を
調
べ
て
説
を
定
め
、
審
に
際
会
を
伺
ひ
、
能
を
進
め
て
補

有
ら
ば
、
則
ち
士
の
何
の
不
遇
か
之
れ
有
ら
ん
…
」
と
。
夫
れ
遇
は

能
予
め
設
け
ず
、
説
宿
じ
め
具
へ
ず
、
邂
逅
し
て
喜
び
逢
ひ
、
上
の

意
に
遭
触
す
、
故
に
之
を
遇
と
謂
ふ
。
主
に
准
じ
説
を
調
へ
、
以
て

尊
貴
を
取
る
が
如
き
は
、
是
れ
名
づ
け
て
揣
と
為
し
、
名
づ
け
て
遇

と
曰
は
ず
。
春
種
し
て
穀
生
じ
、
秋
刈
り
て
穀
収
ま
り
、
物
を
求
め
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て
物
を
得
、
事
を
作
し
て
事
成
る
は
、
名
づ
け
て
遇
と
為
さ
ず
。
求

め
ず
し
て
自
ら
至
り
、
作
さ
ず
し
て
自
ら
成
る
、
是
れ
名
づ
け
て
遇

と
為
す
。
猶
ほ
遺
を
塗
に
拾
ひ
、
棄
を
野
に
摭
ふ
が
如
し
。
天
授
け

て
地
生
じ
、
鬼
助
け
神
輔
け
、
禽
息
の
精
の
陰
薦
し
、
鮑
叔
の
魂
の

黙
挙
せ
し
が
若
く
、
是
の
若
き
者
は
、
乃
ち
遇
と
為
す
の
み
。
今
俗

人
、
既
に
遇
と
不
遇
と
の
論
を
定
む
る
能
は
ず
、
又
遇
に
就
き
て
之

を
誉
め
、
不
遇
に
因
り
て
之
を
毀
つ
。
是
れ
見
効
に
拠
り
て
成
事
を

案
じ
、
操
を
量
り
才
能
を
審
か
に
す
る
能
は
ざ
る
な
り
。

　

賢
で
あ
れ
ば
不
遇
に
陥
る
は
ず
が
な
い
、
つ
ま
り
遇
不
遇
は
賢
不
肖
で

決
ま
る
と
す
る
世
俗
に
対
し
て
、
王
充
は
遇
不
遇
は
賢
か
不
肖
か
に
左
右

さ
れ
る
問
題
で
は
な
く
、
賢
者
と
し
て
の
自
分
が
見
出
さ
れ
る
時
に
め
ぐ

り
遇
え
る
か
否
か
で
決
ま
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
漢
籍
に
お
け
る
議
論
に
よ
れ
ば
、
賢
不
肖
と
遇
不
遇
と
は
、

質
と
時
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
論
理
で
決
定
さ
れ
る
、
非
対
称
的
な
概

念
な
の
で
あ
る
。

　

宇
合
詩
の
冒
頭
で
、
賢
者
が
時
の
経
過
を
嘆
く
の
は
、
遇
不
遇
が
制
御

不
能
な
時
間
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
賢
者
自
身
が
知
っ
て

い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
不
遇
と
は
、
時
に
め
ぐ
り
遇
え
な
い
と
い
う
意
識
を

抱
く
賢
者
に
と
っ
て
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
を
悲
し
む
こ
と
が
で
き
る
の

は
、
己
の
賢
を
以
て
し
て
も
時
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
こ
と
を
自
覚

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
不
遇
は
賢
で
あ
る
こ
と
を
自
負

す
る
者
が
抱
え
る
問
題
意
識
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
不
遇
を

テ
ー
マ
と
し
て
掲
げ
た
当
該
詩
の
冒
頭
に
賢
者
が
登
場
す
る
の
は
そ
の
た

め
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

四
、
賢
者
と
明
君
─
そ
の
出
会
い
の
奇
跡
─

　

そ
の
よ
う
な
賢
者
と
は
対
照
的
に
、
明
君
は
時
間
の
経
過
に
期
待
を
す

る
。「
日
新
」
は
、『
文
選
』
張
華
「
励
志
賦
」
に
「
進
徳
修
業
、
暉
光
日

新
」、
陸
士
衡
「
文
賦
」
に
「
被
金
石
而
徳
広　

流
管
弦
而
日
新
」
な
ど

と
用
い
ら
れ
、
い
ず
れ
も
李
善
注
に
よ
っ
て
『
周
易
』
繋
辞
の
「
日
新
之

謂
盛
徳
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
日
々
徳
を
新
た
に
し
て
い
く
こ
と
と
理
解

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
賢
を
信
じ
て
之
を
任
ず
る
は
君
の
明
な
り
」

（『
呂
氏
春
秋
』・『
芸
文
類
聚
』・『
初
学
記
』）
と
あ
る
よ
う
に
、
賢
者
を

見
出
す
の
は
明
君
の
役
割
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
賢
者
の
輔
佐
に

よ
っ
て
日
々
自
ら
の
徳
を
新
た
に
し
て
進
化
し
て
い
く
の
が
明
君
だ
と
い

う
。
こ
の
よ
う
な
明
君
に
と
っ
て
は
、
時
の
経
過
は
自
ら
の
進
化
と
刷
新

を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
明
君
は
時
の
経
過
を
悲
し
ま
ず
、
恐
れ
な

い
。
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詩
冒
頭
で
提
示
さ
れ
る
賢
者
と
明
君
と
は
、
時
の
進
行
に
対
す
る
捉
え

方
が
対
照
的
で
あ
る
。
賢
者
が
人
知
を
超
え
た
制
御
不
能
な
も
の
と
し
て

時
間
を
捉
え
、
過
ぎ
ゆ
く
の
を
見
つ
め
る
し
か
な
い
と
考
え
る
の
に
対
し

て
、
明
君
は
時
間
の
経
過
を
己
の
成
長
に
換
え
て
ゆ
こ
う
と
す
る
。
時
の

経
過
に
対
し
て
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
賢
者
と
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
明
君
、
両
者
は
物

理
的
に
は
同
じ
時
間
の
流
れ
る
現
実
世
界
に
存
在
し
な
が
ら
、
ま
っ
た
く

逆
方
向
の
時
間
認
識
の
中
で
生
き
て
い
る
。

　

遇
不
遇
が
時
に
決
定
さ
れ
る
と
い
う
前
提
に
立
て
ば
、
賢
者
に
と
っ
て

明
君
と
の
出
会
い
は
、
求
め
て
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
偶
然
訪
れ
る

僥
倖
で
あ
る
。
そ
の
例
が
、
第
三
句
と
第
四
句
で
挙
げ
ら
れ
る
太
公
望
と

傅
説
の
故
事
で
あ
る
。

　

太
公
望
に
つ
い
て
は
『
史
記
』
斉
太
公
世
家
に
、
狩
猟
前
の
「
卜
」
で

「
覇
王
の
輔
」
を
獲
る
と
の
結
果
を
得
た
周
文
王
が
、
果
た
し
て
渭
の
陽

で
釣
り
を
し
て
い
た
太
公
望
と
出
会
い
、
車
に
「
載
」
せ
て
帰
っ
た
と
さ

れ
て
い
る
。
傅
説
に
つ
い
て
は
『
史
記
』
殷
本
紀
に
、
殷
武
丁
が
「
説
」

と
い
う
名
の
聖
人
を
得
る
と
い
う
「
夢
」
を
見
て
、
果
た
し
て
土
木
工
事

を
し
て
い
る
百
工
の
中
か
ら
見
出
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
故
事

に
も
と
づ
い
て
い
る
の
が
第
三
・
四
句
「
周
日
載
逸
老　

殷
夢
得
伊
人
」

で
あ
る
。

　

第
三
句
二
文
字
目
「
日
」
は
群
書
類
従
の
み
「
占
」
字
に
な
っ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
不
忍
文
庫
本
の
屋
代
弘
賢
に
よ
る
書
入
「
占
カ
」
が
採
用
さ

れ
た
の
だ
ろ
う（
３
）。
諸
本
「
日
」
字
で
あ
り
「
占
」
字
と
な
っ
て
い
る
本
文

は
な
い
が
、
弘
賢
は
故
事
の
内
容
か
ら
「
占
」
字
の
誤
り
で
は
な
い
か
と

考
え
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
さ
ら
に
故
事
に
厳
密
に
即
す
な
ら
ば
、

『
史
記
』
原
文
に
あ
る
「
卜
」
字
が
よ
り
相
応
し
い
の
で
は
な
い
か
。
草

書
体
に
な
る
と
「
卜
」
と
「
日
」
と
は
、「
占
」
と
「
日
」
以
上
に
区
別

が
つ
き
に
く
く
な
る
。
ま
た
、
後
代
の
も
の
に
な
る
が
「
殷
夢
周
卜
竭
誠

待
賢
」（
宣
宗
「
授
蕭
鄴
平
章
事
制
」）、「
故
周
卜
帝
師
得
諸
渭
水
、
殷
夢

賢
佐
求
傅
巌
」（
僖
宗
「
授
韋
昭
度
平
章
事
制
」）
な
ど
、「
周
卜
」
が
太

公
望
発
見
を
表
す
語
句
と
し
て
「
殷
夢
」
と
対
で
用
い
ら
れ
る
例
が
見
ら

れ
る
。
二
例
と
も
九
世
紀
後
半
の
も
の
で
あ
り
、
宇
合
が
こ
れ
ら
の
資
料

を
参
看
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
が
、
発
想
や
表
現
の
型
と
し
て
漢
籍
に
お

い
て
は
そ
れ
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
。
も
と
も
と
は

「
周
卜
」
と
あ
っ
た
も
の
が
書
写
の
過
程
で
字
が
崩
れ
、「
周
日
」
と
誤
読

さ
れ
て
伝
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
卜
」「
夢
」
を
契
機
と
し
て
遂
げ
ら
れ
た
こ
れ
ら
二
件
の
賢
者
と
明
君

の
出
会
い
は
、
遅
く
と
も
七
世
紀
に
は
奇
跡
の
遇
を
表
す
例
と
し
て
類
型

化
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。『
貞
観
政
要
』
で
は
、「
豈
に
傅
説
を
夢

み
、
呂
尚
に
逢
ふ
を
待
ち
て
、
然
る
後
に
政
を
為
さ
ん
や
」（
論
択
官
第

七
）、「
豈
に
傅
説
を
夢
み
、
呂
尚
に
逢
ふ
を
待
ち
て
、
然
る
後
に
治
を
為
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さ
ん
や
」（
論
仁
義
第
一
三
）
の
二
箇
所
に
、
明
君
と
賢
者
の
奇
跡
の
出

会
い
と
し
て
こ
の
二
例
が
対
に
な
っ
て
示
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
発
話
者
は

異
な
る
が
、
い
ず
れ
も
、
そ
れ
ら
二
例
の
よ
う
な
僥
倖
を
待
つ
の
で
は
な

く
、
明
君
側
が
積
極
的
に
賢
者
を
自
ら
捜
し
出
す
こ
と
の
重
要
性
を
説
く

文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

宇
合
詩
に
お
い
て
も
、
冒
頭
で
示
さ
れ
た
、
賢
者
の
遇
不
遇
を
決
定
す

る
の
は
制
御
不
能
な
時
間
で
あ
る
と
の
認
識
を
受
け
、
卜
と
夢
と
い
う
人

知
を
超
え
た
力
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
二
つ
の
め
ぐ
り
あ
い
が
示
さ
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

五
、
賢
者
と
俗
人
─
そ
の
飛
翔
力
の
差
異
─

　

賢
者
は
、
ひ
と
た
び
そ
の
偶
然
の
奇
跡
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
れ
ば
、
太

公
望
や
傅
説
の
よ
う
に
、
俗
人
と
の
才
能
の
違
い
を
見
せ
つ
け
る
。
し
か

し
、
見
出
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
れ
ば
、
そ
の
才
能
は
埋
没
し
た
ま
ま
俗
人

と
の
違
い
も
分
か
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
を
表
す
の
が
荘
子
を
典
拠
と
す
る

第
五
・
六
句
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

第
五
句
は
、『
荘
子
』
逍
遙
遊
篇
の
鵬
の
故
事
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

こ
の
故
事
で
は
、
何
千
里
あ
る
か
分
か
ら
な
い
背
中
と
天
を
覆
う
翼
を
持

つ
鵬
の
飛
翔
が
描
か
れ
る
。
鵬
は
、「
海
運
け
ば
則
ち
將
南
冥
に
徙
ら
ん

と
」
し
て
、
そ
の
翼
で
三
千
里
の
彼
方
ま
で
海
水
を
撃
ち
、
つ
む
じ
風
を

「
搏
」
っ
て
九
万
里
の
上
空
ま
で
飛
翔
す
る
。
そ
の
鵬
の
こ
と
を
、
飛
ん

で
も
せ
い
ぜ
い
梢
に
し
か
到
達
し
な
い
蜩
と
学
鳩
は
、「
奚
を
以
て
か
九

万
里
に
之
き
て
南
す
る
を
為
さ
ん
」
と
言
っ
て
嘲
笑
す
る
。
そ
れ
に
対
し

て
荘
子
は
「
小
知
は
大
知
に
及
ば
ず
」
と
し
、
蜩
と
学
鳩
の
よ
う
な
俗
人

の
知
で
は
、
鵬
の
よ
う
に
俗
世
を
超
越
し
て
生
き
る
者
の
知
は
理
解
不
可

能
だ
と
い
う
。

　
「
搏
挙
不
同
翼
」
と
い
う
第
五
句
は
、
飛
び
立
っ
た
鵬
が
、
蜩
や
学
鳩

と
の
間
に
飛
翔
力
の
差
を
見
せ
つ
け
た
よ
う
に
、
賢
者
が
ひ
と
た
び
見
出

さ
れ
れ
ば
、
俗
人
と
の
間
に
そ
の
資
質
の
差
を
見
せ
つ
け
る
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
飛
翔
力
は
、
蜩
と
学
鳩
の
よ
う
な
俗
人
の
も

の
と
は
桁
が
違
い
、
彼
ら
の
理
解
を
遥
か
に
超
え
た
高
さ
ま
で
飛
び
立

つ
。
明
君
と
出
会
っ
た
賢
者
は
、
太
公
望
や
傅
説
の
よ
う
に
、
そ
の
才
能

を
発
揮
し
、
俗
人
と
の
資
質
の
違
い
を
際
だ
た
せ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
第
六
句
の
典
拠
と
さ
れ
る
の
は
、『
荘
子
』
大
宗
師
篇
と
天

運
篇
の
二
箇
所
に
見
ら
れ
る
「
泉
涸
れ
て
魚
相
与
に
陸
に
処
れ
ば
、
相
呴

す
る
に
湿
を
以
て
し
、
相
濡
す
る
に
沫
を
以
て
す
る
も
、
江
湖
に
相
忘
る

る
に
如
か
ず
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。

　

第
六
句
「
相
忘
」
の
語
句
が
依
拠
す
る
後
半
部
分
「
江
湖
に
相
忘
る

る
」
状
態
は
、
魚
が
川
や
湖
で
お
互
い
の
存
在
を
忘
れ
て
泳
い
で
い
る
状
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況
を
表
し
て
い
る
。
荘
子
で
は
、
泉
が
涸
れ
て
魚
が
互
い
に
泡
を
か
け
あ

い
湿
気
を
与
え
合
っ
て
助
け
合
わ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
状
況
よ
り
も
、

魚
が
自
由
気
ま
ま
に
泳
い
で
い
る
状
況
の
方
が
理
想
的
だ
と
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
「
相
忘
」
と
セ
ッ
ト
で
荘
子
の
こ
の
よ
う
な
思
想
を
象
徴
す

る
「
江
湖
」
と
い
う
語
句
は
、「
真
の
解
放
を
楽
し
む
自
由
な
空
間
」
を

イ
メ
ー
ジ
す
る
詩
語
と
し
て
も
確
立
さ
れ
て
い
く
と
さ
れ
る（
４
）。「

江
湖
に

相
忘
る
る
」
と
は
、
お
互
い
の
存
在
を
意
識
す
る
こ
と
も
、
互
助
の
精
神

を
発
揮
す
る
こ
と
も
必
要
と
さ
れ
ず
、
自
由
に
解
放
さ
れ
て
泳
い
で
い
ら

れ
る
平
穏
無
事
な
状
況
に
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

　

第
六
句
目
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
魚
の
鱗
は
異
な
ら
な
い
、
つ

ま
り
魚
同
士
の
区
別
が
つ
か
な
い
と
い
う
。
こ
れ
は
、
自
由
で
平
和
な
状

況
下
に
あ
る
と
き
は
、
魚
同
士
の
資
質
の
違
い
す
な
わ
ち
賢
不
肖
の
差
異

は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
特
に
不

如
意
な
こ
と
も
な
い
開
放
的
な
状
況
に
お
い
て
は
、
賢
者
の
資
質
は
発
揮

さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
凡
に
混
じ
り
埋
没
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
う
だ

と
す
れ
ば
、
賢
者
の
す
ぐ
れ
た
資
質
が
発
揮
さ
れ
る
の
は
、
窮
地
に
陥
っ

た
状
況
下
に
お
い
て
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
荘
子
で
言
う
と
こ
ろ

の
、
泉
が
か
れ
て
陸
に
い
る
魚
の
よ
う
に
、
不
自
由
で
苦
し
い
境
地
に
置

か
れ
た
時
に
こ
そ
、
賢
者
の
本
当
の
資
質
が
発
揮
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

　

東
方
朔
「
答
客
難
」（『
文
選
』）
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

今
は
則
ち
然
ら
ず
。
聖
帝
徳
は
流
り
、
天
下
は
震
慴
し
、
諸
侯
は
賓

服
し
、
四
海
の
外
を
連
ね
て
以
て
帯
と
為
し
、
覆
盂
よ
り
安
し
。
天

下
は
平
均
し
、
合
し
て
一
家
と
為
り
、
動
発
し
て
事
を
挙
ぐ
る
や
、

猶
ほ
之
を
掌
に
運
ら
す
が
ご
と
し
。
賢
と
不
肖
と
、
何
を
以
て
異
な

ら
ん
や
。
…
蘇
秦
張
儀
を
し
て
、
僕
と
今
の
世
に
並
び
生
か
し
め

ば
、
曽
と
掌
故
を
も
得
ざ
ら
ん
。
安
ん
ぞ
敢
え
て
侍
郎
を
望
ま
ん

や
。
伝
に
曰
く
、
天
下
害
無
け
れ
ば
、
聖
人
有
り
と
雖
も
、
才
を
施

す
所
無
し
。
上
下
和
同
す
れ
ば
、
賢
者
有
り
と
雖
も
、
功
を
立
つ
る

所
無
し
と
。

　

こ
れ
は
、
学
問
に
通
暁
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
官
位
が
低
い
の
は
東

方
朔
自
身
に
欠
点
が
あ
る
か
ら
か
と
尋
ね
た
客
に
対
し
て
、
東
方
朔
が
答

え
た
言
葉
の
一
節
で
あ
る
。
東
方
朔
は
、
天
下
が
安
ら
か
に
治
ま
っ
て
い

る
状
況
に
あ
る
現
在
に
お
い
て
は
、
賢
者
は
力
を
発
揮
し
よ
う
が
な
い
の

だ
と
言
う
。
周
王
室
の
崩
壊
を
背
景
と
し
て
活
躍
し
た
張
儀
や
蘇
秦
の
よ

う
に
、
世
の
中
の
均
衡
が
破
れ
、
不
安
定
で
荒
廃
し
た
状
況
に
陥
っ
た
時

に
こ
そ
、
賢
者
は
そ
の
才
能
を
発
揮
し
、
不
肖
と
の
違
い
を
見
せ
つ
け
る

の
だ
と
す
る
。
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宇
合
詩
は
、
こ
の
東
方
朔
の
言
葉
に
表
れ
る
、
不
安
定
な
困
窮
状
態
に

お
い
て
初
め
て
賢
不
肖
の
力
の
差
が
際
だ
つ
と
い
う
考
え
方
を
踏
ま
え
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
東
方
朔
は
、
第
九
句
に
も
用
い
ら
れ
る
。

宇
合
は
、
東
方
朔
の
言
葉
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
荘
子
の
表
現
を
使
っ
て
第

六
句
を
創
作
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

六
、
賢
者
の
真
価
─
鍾
儀
と
蘇
武
─

　

窮
地
に
陥
っ
た
状
況
下
で
、
賢
者
の
資
質
は
ど
の
よ
う
に
発
揮
さ
れ
る

の
か
。
そ
の
例
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
の
が
第
七
・
八
句
の
鍾
儀
と
蘇
武
の

故
事
で
あ
る
。

　

第
七
句
の
典
拠
と
な
る
の
は
『
春
秋
左
氏
伝
』
成
公
九
年
の
鍾
儀
の
故

事
で
あ
る
。

　

晋
に
捕
ら
え
ら
れ
た
楚
人
鍾
儀
は
、
牢
獄
の
中
で
「
南
冠
」
つ
ま
り
楚

の
冠
を
つ
け
た
ま
ま
繋
が
れ
て
い
た
。
そ
の
鍾
儀
の
縄
を
解
か
せ
た
晋
公

は
、
鍾
儀
に
対
し
て
家
柄
を
尋
ね
た
。
鍾
儀
が
「
泠
人
な
り
」
と
答
え
る

と
、
晋
公
は
「
能
く
楽
せ
ん
か
」
と
問
う
た
。
鍾
儀
は
「
先
父
の
職
官
な

り
、
敢
え
て
二
事
有
ら
ん
や
」
と
言
い
、
与
え
ら
れ
た
琴
で
「
南
音
」
つ

ま
り
楚
の
曲
を
奏
で
た
。
さ
ら
に
晋
公
が
楚
の
君
王
に
つ
い
て
尋
ね
る

と
、
鍾
儀
は
楚
王
の
皇
太
子
時
代
の
ふ
る
ま
い
に
つ
い
て
答
え
た
。
そ
の

よ
う
な
鍾
儀
を
、
范
文
子
は
「
楚
の
囚
は
君
子
な
り
。
言
先
職
を
称
す
る

は
、
本
に
背
か
ざ
る
な
り
。
楽
土
風
を
操
る
は
、
旧
を
忘
れ
ざ
る
な
り
。

大
子
を
称
す
る
は
、
抑
抑
私
無
き
な
り
。
其
の
二
卿
に
名
い
う
は
、
君
を

尊
ぶ
な
り
。
本
に
背
か
ざ
る
は
、
仁
な
り
。
旧
を
忘
れ
ざ
る
は
、
信
な

り
。
私
無
き
は
、
忠
な
り
。
君
を
尊
ぶ
は
、
敏
な
り
」
と
言
っ
て
称
賛

し
、
鍾
儀
を
楚
に
帰
し
て
和
睦
を
結
ば
せ
る
こ
と
を
晋
公
に
勧
め
た
。
そ

の
結
果
、
鍾
儀
は
礼
遇
さ
れ
帰
国
が
叶
っ
た
と
い
う
。

　

こ
の
故
事
に
よ
っ
て
成
立
し
た
「
南
冠
」「
楚
奏
」
の
語
句
は
、「
北
風

尚
嘶
馬　

南
冠
独
不
帰
（
江
総
「
遇
長
安
使
寄
裵
尚
書
詩
」『
芸
文
類

聚
』）、「
鍾
儀
幽
而
楚
奏
兮
、
荘
舄
顕
而
越
吟
」（
王
粲
「
登
楼
賦
」『
文

選
』）
な
ど
故
国
に
戻
れ
な
い
境
遇
に
対
す
る
悲
し
み
を
表
す
も
の
と
し

て
用
い
ら
れ
、
初
唐
に
は
駱
賓
王
が
「
自
応
迷
北
叟　

誰
肯
問
南
冠
」

（「
憲
台
出
繋
寒
夜
有
懐
」）、「
寂
寥
傷
楚
奏　

凄
断
泣
秦
声　

秦
声
懐
旧

里　

楚
奏
悲
無
已
」（「
在
江
南
贈
宋
五
之
問
」）
な
ど
、
志
の
果
た
せ
ぬ

ま
ま
異
郷
で
不
遇
を
か
こ
つ
悲
し
み
を
表
す
も
の
と
し
て
比
較
的
多
く
用

い
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
主
に
自
ら
の
意
思
に
反
し
て
異
国
に
抑
留
さ
れ

る
境
遇
と
そ
れ
に
対
す
る
悲
嘆
と
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
お
り
、
消
極
的

な
ベ
ク
ト
ル
で
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
詩

語
と
し
て
継
承
さ
れ
る
中
で
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
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し
か
し
、
も
と
も
と
の
故
事
の
中
心
は
、
虜
囚
鍾
儀
の
嘆
き
や
悲
し
み

で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
境
遇
に
あ
っ
て
も
自
ら
の
志
操
を
忘
れ
な
い
強

さ
を
描
く
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
南
冠
も
楚
奏
も
自
ら
の

節
操
を
堅
持
す
る
精
神
に
よ
っ
て
と
ら
れ
る
行
動
で
あ
り
、
晋
公
に
対
す

る
返
答
も
自
ら
の
あ
る
べ
き
立
場
を
貫
く
意
識
に
よ
る
発
言
で
あ
る
。
捕

虜
と
な
り
な
が
ら
、
自
ら
の
生
殺
与
奪
を
握
る
権
力
に
対
し
て
お
も
ね
る

こ
と
も
、
巧
言
を
弄
す
る
こ
と
も
し
な
い
。
鍾
儀
は
、
逆
境
に
あ
り
な
が

ら
不
変
の
節
操
を
貫
こ
う
と
す
る
強
い
意
志
を
秘
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

范
文
子
の
鍾
儀
へ
の
称
賛
は
、
ま
さ
に
こ
の
操
守
堅
正
す
る
高
潔
さ
に
対

し
て
な
さ
れ
て
い
る
。

　

第
八
句
の
蘇
武
の
故
事
も
ま
た
、
鍾
儀
の
故
事
と
同
様
に
、
窮
地
に

陥
っ
て
も
自
ら
の
志
操
を
変
え
な
か
っ
た
蘇
武
の
資
質
を
描
く
と
こ
ろ
に

中
心
が
あ
る
。

　

蘇
武
は
漢
武
帝
の
使
者
と
し
て
漢
の
「
節
」
を
持
し
て
匈
奴
に
派
遣
さ

れ
る
が
、
部
下
が
單
于
へ
の
謀
反
に
荷
担
し
た
咎
で
捕
ら
え
ら
れ
る
。
そ

の
蘇
武
に
対
し
て
、
漢
か
ら
匈
奴
に
降
っ
て
い
た
衛
律
が
、
降
伏
し
た
暁

に
は
單
于
の
大
恩
が
施
さ
れ
る
こ
と
を
説
き
、
降
伏
を
強
く
勧
め
る
が
、

蘇
武
は
そ
の
よ
う
な
律
を
罵
倒
し
、
降
伏
を
拒
絶
し
た
。
ど
の
よ
う
な
目

に
あ
っ
て
も
屈
服
し
よ
う
と
し
な
い
蘇
武
は
北
海
の
ほ
と
り
に
送
ら
れ

た
。
飢
え
に
苦
し
ん
だ
蘇
武
は
、
野
鼠
や
草
の
実
を
食
べ
て
凌
ぎ
な
が

ら
、「
漢
節
」
を
杖
と
し
て
課
せ
ら
れ
た
羊
の
放
牧
に
努
め
た
。
蘇
武
が

手
放
さ
な
か
っ
た
「
漢
節
」
は
と
う
と
う
そ
の
旄
が
全
て
抜
け
落
ち
て
し

ま
っ
た
。
一
〇
年
ほ
ど
経
っ
た
頃
、
李
陵
が
降
伏
の
説
得
に
訪
れ
た
。
蘇

武
に
と
っ
て
と
も
に
漢
に
仕
え
た
親
友
の
李
陵
は
、
す
で
に
匈
奴
に
降
伏

し
て
い
た
。
降
伏
す
る
よ
う
説
得
す
る
李
陵
に
対
し
、
蘇
武
は
そ
の
勧
め

を
拒
絶
し
、
身
命
を
賭
し
て
自
ら
の
主
君
へ
の
忠
義
を
貫
く
意
志
を
告
げ

る
。
李
陵
は
蘇
武
の
高
潔
さ
に
感
嘆
し
、
翻
っ
て
簡
単
に
漢
を
裏
切
っ
た

自
分
の
行
為
を
恥
じ
入
る
。
そ
し
て
、
約
一
九
年
間
に
お
よ
ぶ
抑
留
生
活

の
末
に
、
匈
奴
と
漢
と
の
和
睦
に
よ
っ
て
蘇
武
は
帰
国
を
果
た
す
。

　

こ
の
故
事
で
は
、
異
国
で
囚
わ
れ
の
身
と
な
り
寒
さ
と
飢
え
に
苦
し
み

な
が
ら
、
再
三
の
降
伏
の
勧
告
を
拒
絶
し
、
漢
の
武
帝
の
使
者
と
し
て
の

忠
義
を
貫
い
た
蘇
武
の
節
操
の
高
さ
が
語
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
単
に
辺
境

の
地
で
辛
酸
を
な
め
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
な
く
、
ど
ん
な
困
難
に

直
面
し
て
も
志
操
を
曲
げ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
蘇
武
の
高
潔
ぶ
り
を
描
く

と
こ
ろ
に
こ
の
故
事
の
眼
目
は
あ
る
。

　

こ
れ
ら
二
つ
の
故
事
の
共
通
点
は
、
二
人
が
と
も
に
逆
境
に
あ
っ
て
自

ら
の
志
操
を
曲
げ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
平
穏
無
事
な
日
常
に
お
い
て

は
、
ぎ
り
ぎ
り
の
選
択
を
迫
ら
れ
る
局
面
は
あ
ま
り
な
い
。
し
か
し
、
生

命
の
危
険
を
冒
さ
れ
る
よ
う
な
非
常
事
態
に
直
面
し
た
時
に
は
、
自
ら
の

ふ
る
ま
い
に
対
す
る
決
断
を
下
す
必
要
が
生
じ
る
。
李
陵
や
律
衛
の
よ
う
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に
現
状
に
迎
合
す
る
こ
と
で
当
面
の
苦
し
み
や
不
自
由
さ
か
ら
逃
れ
る
の

か
、
蘇
武
あ
る
い
は
鍾
儀
の
よ
う
に
自
ら
の
信
念
や
志
を
貫
く
の
か
。
こ

の
決
断
に
、
そ
の
人
の
資
質
が
表
れ
る
。「
相
忘
」
し
て
泳
げ
る
平
和
な

「
江
湖
」
よ
り
も
、
水
が
涸
れ
て
生
命
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
る
困
窮
状
態

の
方
が
、
人
間
の
資
質
の
相
違
が
際
だ
ち
や
す
い
。
鍾
儀
と
蘇
武
と
い
う

二
人
の
賢
者
の
真
価
は
、
虜
囚
と
い
う
立
場
に
置
か
れ
る
こ
と
で
発
揮
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
故
事
に
も
と
づ
い
て
構
成
さ
れ
た
第
七
・
八
句
は
、「
相

忘
」
に
象
徴
さ
れ
る
自
由
で
開
放
的
な
状
況
下
で
は
賢
者
の
資
質
は
際
だ

た
な
い
と
い
う
第
六
句
を
受
け
、
窮
地
に
追
い
込
ま
れ
た
時
に
そ
の
資
質

を
発
揮
す
る
賢
者
の
姿
を
描
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
不
如
意

な
状
況
下
に
置
か
れ
た
時
に
こ
そ
、
賢
者
の
真
価
は
初
め
て
際
だ
っ
て
く

る
の
で
あ
る
。

　

困
窮
状
態
の
中
で
こ
そ
真
価
が
現
れ
る
と
い
う
こ
の
考
え
は
、『
論

語
』
子
罕
篇
の
「
子
曰
く
、
歳
寒
く
し
て
、
然
る
後
に
松
柏
の
彫
む
に
後

る
る
こ
と
を
知
る
」
と
共
通
し
て
い
る
。
宇
合
は
「
在
常
陸
贈
倭
判
官
留

在
京
」
詩
に
お
い
て
、
こ
の
論
語
を
典
拠
と
し
た
「
然
而
、
歳
寒
後
験
松

竹
之
貞
」（
詩
序
）、「
為
期
不
怕
風
霜
触　

猶
似
巌
心
松
柏
堅
」（
詩
本

文
）
と
い
う
詩
句
を
作
っ
て
い
る
。
厳
し
い
状
況
に
お
い
て
こ
そ
そ
の
真

の
力
す
な
わ
ち
節
操
の
高
さ
を
発
揮
す
る
の
が
賢
者
で
あ
る
と
い
う
考
え

は
、
官
人
機
構
と
い
う
俗
世
の
ま
っ
た
だ
中
で
生
き
る
宇
合
に
と
っ
て
、

「
知
」
と
は
何
か
を
め
ぐ
る
思
索
の
帰
結
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

七
、
賢
者
の
貧

　

宇
合
詩
の
第
九
句
以
降
末
尾
に
か
け
て
、
膨
大
な
学
識
を
抱
え
な
が
ら

貧
を
か
こ
つ
賢
者
の
姿
が
描
か
れ
る
。
不
遇
が
自
分
の
力
で
は
ど
う
し
よ

う
も
な
い
「
時
」
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て

い
る
こ
の
賢
者
は
、
時
の
進
行
と
と
も
に
年
齢
を
重
ね
、
不
遇
と
い
う
不

如
意
な
境
遇
の
中
で
、
変
わ
ら
ぬ
節
操
を
保
っ
て
学
問
に
励
ん
で
き
た
の

で
あ
ろ
う
。
東
方
朔
に
匹
敵
す
る
高
い
学
識
と
、
朱
買
臣
を
超
え
た
年
齢

と
は
、
こ
の
賢
者
が
賢
者
と
し
て
生
き
て
き
た
結
果
で
あ
る
。
宇
合
詩

は
、
こ
の
学
識
と
老
い
の
ほ
か
に
、
末
句
に
お
い
て
貧
と
い
う
要
素
を
付

け
加
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
貧
は
賢
者
と
し
て
生
き
た
こ
と
の
証
で
あ
る

と
い
う
認
識
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
『
論
衡
』
定
賢
篇
に
、「
仕
宦
し
て
高
官
を
得
、
身
富
貴
な
る
を
以
て
賢

と
為
さ
ん
や
。
則
ち
富
貴
は
天
明
な
り
。
命
富
貴
な
る
は
賢
の
為
な
ら

ず
、
命
貧
賤
な
る
は
不
肖
の
た
め
な
ら
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
賢
不
肖
と

遇
不
遇
と
は
非
対
称
的
な
関
係
に
あ
る
と
い
う
考
え
の
も
と
で
は
、
賢
者

が
必
ず
し
も
富
貴
に
恵
ま
れ
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
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ま
た
、
賢
者
の
真
価
が
困
窮
状
態
の
中
で
こ
そ
発
揮
さ
れ
る
と
す
れ

ば
、
困
窮
状
態
の
一
つ
で
あ
る
貧
と
い
う
境
遇
は
、
賢
者
と
し
て
の
生
き

方
と
矛
盾
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
貧
と
い
う
逆
境
の
中
で
己
の
真
価
を
発

揮
す
る
の
が
賢
者
と
し
て
の
証
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。

　

さ
ら
に
、
貧
と
い
う
困
窮
状
態
を
、
賢
者
の
避
け
ら
れ
な
い
宿
命
と
し

て
捉
え
た
中
国
知
識
人
に
陶
淵
明
が
い
る
。

　
「
詠
貧
士　

其
の
二
」
に
は
、
冒
頭
で
「
凄
厲
と
し
て
歳
云
に
暮
れ　

褐
を
擁
し
て
前
軒
に
曝
す
」
と
い
う
寒
さ
厳
し
い
年
末
に
ぼ
ろ
を
ま
と
う

姿
を
描
き
、「
南
圃
に
遺
れ
る
秀
無
く　

枯
条
は
北
園
に
盈
つ　

壺
を
傾

く
る
も
余
瀝
絶
え　

竈
を
闚
ふ
も
煙
を
見
ず
」
と
い
う
四
句
で
窮
乏
状
態

を
表
現
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
も
、「
詩
書
は
座
外
を

塞
ぎ　

日
昃
く
も
研
む
る
に
遑
あ
ら
ず
」
と
い
う
よ
う
に
詩
経
や
書
経
な

ど
が
山
の
よ
う
に
積
み
上
げ
ら
れ
、
読
書
に
余
念
が
な
い
。
そ
の
よ
う
な

貧
窮
の
中
で
勉
学
に
勤
し
む
と
い
う
状
況
に
つ
い
て
、「
閑
居
は
陳
厄
に

非
ざ
る
も　

窃
か
に
慍
り
の
言
に
見
る
る
有
ら
ん　

何
を
以
て
吾
が
懐
を

慰
め
ん
、
頼
い
に
古
よ
り
此
の
賢
多
し
」
と
い
う
よ
う
に
、『
論
語
』
衛

霊
篇
の
孔
子
の
窮
乏
に
対
し
て
子
路
が
慍
っ
た
故
事
を
ひ
き
あ
い
に
出
し

な
が
ら
、
古
来
、
多
く
の
「
賢
」
が
甘
ん
じ
た
境
遇
だ
っ
た
と
結
ん
で
い

る
。
こ
こ
で
は
、
書
物
を
山
積
み
に
し
な
が
ら
貧
窮
を
か
こ
つ
境
遇
に
あ

る
「
貧
士
」
が
、
古
来
の
賢
者
の
系
譜
に
連
ね
ら
れ
る
と
い
う
形
で
、

「
貧
」
と
「
賢
」
と
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の

「
貧
士
」
の
境
遇
は
、
宇
合
詩
の
第
九
句
か
ら
末
尾
に
か
け
て
描
か
れ

る
、
膨
大
な
学
識
を
抱
え
た
ま
ま
貧
し
い
状
態
に
あ
る
老
い
た
賢
者
の
姿

と
重
な
っ
て
く
る
。

　

こ
の
陶
淵
明
詩
に
ふ
ま
え
ら
れ
て
い
る
『
論
語
』
衛
霊
公
篇
の
故
事

は
、
陳
の
国
で
食
糧
が
尽
き
、
従
者
も
み
な
疲
労
困
憊
で
立
つ
こ
と
も
で

き
な
く
な
っ
た
時
、「
君
子
も
亦
た
窮
す
る
こ
と
有
る
か
」
と
慍
り
を
露

わ
に
し
た
子
路
に
対
し
て
、
孔
子
が
「
君
子
固
よ
り
窮
す
、
小
人
窮
す
れ

ば
斯
に
濫
る
」
と
答
え
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
君
子
と
い
う
の
は
困
窮

状
態
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で
も
凡
人
の
よ
う
に
真
実
を
見
失
う

こ
と
な
く
自
ら
の
節
を
堅
持
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
の
孔
子
の
言
葉
に
あ

る
「
固
窮
」
と
い
う
語
を
、
陶
淵
明
は
六
首
の
作
品
に
用
い
て
、
窮
乏
状

態
を
受
け
入
れ
、
そ
れ
に
屈
し
な
い
で
自
ら
の
節
を
曲
げ
る
こ
と
な
く
清

ら
か
に
生
き
る
志
を
表
現
し
て
い
る（
５
）。
陶
淵
明
は
論
語
を
通
し
て
、「
固

窮
」
を
君
子
と
し
て
あ
る
べ
き
理
想
の
姿
と
し
て
受
容
し
、
己
の
隠
逸
を

支
え
る
信
念
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、

「
詠
貧
士　

其
の
二
」
に
あ
る
よ
う
な
、
貧
窮
を
甘
受
す
べ
き
境
遇
と
捉

え
た
上
で
自
ら
の
意
志
を
貫
く
こ
と
が
、「
賢
」
を
備
え
た
者
の
生
き
方

で
あ
る
と
い
う
認
識
に
結
び
つ
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
は
、
陶
淵
明
自
身
が
理
想
と
し
た
賢
者
像
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
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も
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
陶
淵
明
が
示
し
た
「
賢
」
に
対
す
る
認
識
で

あ
る
。
宇
合
詩
末
尾
で
描
か
れ
る
、
万
巻
の
書
を
抱
え
た
貧
し
い
老
賢
者

の
姿
は
、
こ
の
よ
う
な
陶
淵
明
の
示
し
た
賢
者
像
を
継
承
し
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か（
６
）。

八
、
ま
と
め

　

漢
籍
で
は
、
遇
不
遇
は
時
、
賢
不
肖
は
質
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
決
定
さ

れ
る
も
の
で
あ
り
、
ゆ
え
に
不
遇
は
己
の
資
質
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
決
定

さ
れ
る
。
自
分
の
力
で
克
服
で
き
る
も
の
な
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
努
力
を

す
れ
ば
解
決
す
る
。
し
か
し
、
不
遇
は
そ
う
で
は
な
い
。
自
分
の
力
の
及

ば
な
い
「
時
」
に
よ
る
解
決
を
待
つ
し
か
な
い
。
不
遇
は
、
そ
の
こ
と
を

知
る
賢
者
が
抱
え
る
問
題
意
識
で
あ
る
。
古
代
中
国
知
識
人
は
、
遇
不
遇

が
自
分
の
力
を
超
え
た
も
の
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
こ
と
を
熟
知
し
て
い

た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
不
遇
に
ど
う
向
き
合
う
か
を
重
要
課
題
と
し
て
認
識

し
た
の
で
あ
る
。

　

宇
合
は
、
漢
籍
に
お
け
る
こ
の
不
遇
を
め
ぐ
る
議
論
と
問
題
意
識
と
を

充
分
に
理
解
し
た
上
で
、
古
代
日
本
の
知
識
人
と
し
て
不
遇
と
い
う
問
題

を
論
じ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
詩
題
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
「
不
遇
」

に
対
す
る
「
悲
」
し
み
は
、
賢
者
と
し
て
の
自
負
を
持
つ
者
が
抱
え
る
こ

と
に
な
る
感
情
で
あ
る
。
宇
合
詩
に
お
い
て
は
、
不
遇
へ
の
悲
し
み
は
、

あ
る
特
定
の
誰
か
の
個
人
的
な
感
情
と
し
て
で
は
な
く
、
賢
者
で
あ
ろ
う

と
す
る
者
が
必
然
的
に
対
峙
す
る
こ
と
に
な
る
感
情
と
し
て
捉
え
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
こ
の
詩
で
は
冒
頭
で
賢
者
が
登
場
し
、
詩
全
体
に
わ
た
っ

て
典
拠
を
踏
ま
え
な
が
ら
賢
者
論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
太
公
望

や
傅
説
の
よ
う
な
僥
倖
に
巡
り
会
っ
た
賢
者
は
、
鵬
の
よ
う
に
高
く
飛
翔

し
、
そ
の
才
能
の
高
さ
を
見
せ
つ
け
る
。
し
か
し
、
見
出
さ
れ
な
い
ま
ま

平
和
な
日
常
を
自
由
に
生
き
て
い
る
状
態
で
は
、
賢
者
の
資
質
の
違
い
は

際
だ
た
な
い
。
賢
者
は
、
そ
の
自
由
が
奪
わ
れ
厳
し
い
境
遇
に
直
面
し
た

時
に
、
鍾
儀
や
蘇
武
の
よ
う
に
そ
の
節
操
の
高
さ
を
見
せ
つ
け
る
。
逆
境

に
負
け
ず
己
の
志
を
貫
い
て
生
き
た
賢
者
は
、
東
方
朔
に
匹
敵
す
る
学
識

を
備
え
、
年
は
す
で
に
朱
買
臣
を
超
え
た
。
老
い
を
迎
え
た
賢
者
は
、
万

巻
の
書
を
抱
え
た
ま
ま
貧
し
い
生
活
を
お
く
っ
て
い
る
。
一
見
、
意
味
不

明
な
典
拠
と
典
拠
の
連
続
に
は
、「
賢
者
」
と
い
う
一
本
の
テ
ー
マ
が
明

確
に
貫
か
れ
て
い
る
。

　
「
賢
者
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
律
令
官
人
と
し
て
俗
世
の
中
心
で
生
き

る
宇
合
に
と
っ
て
、
本
当
に
備
え
る
べ
き
知
と
は
何
か
を
め
ぐ
る
問
題

だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
俗
世
で
は
、
不
遇
よ
り
も
遇
が
、
貧
よ

り
も
富
貴
が
価
値
あ
る
も
の
と
さ
れ
、
人
々
は
皆
そ
れ
ら
の
獲
得
に
知
を
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め
ぐ
ら
せ
る
。
し
か
し
、
漢
籍
に
通
暁
し
て
い
た
宇
合
は
、
遇
不
遇
が
時

間
と
い
う
賢
不
肖
を
超
え
た
も
の
に
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ

と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
不
遇
は
悲
し
ま
れ
る
の
だ
と
考
え
た
の
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
、
宇
合
に
と
っ
て
の
本
当
の
知
と
は
、
そ
の
不
幸
な
境
遇

と
悲
し
み
を
直
視
し
な
が
ら
、
自
ら
の
志
を
貫
い
て
い
く
力
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
知
を
有
す
る
者
が
真
の
賢
者
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
も
と
づ
い

て
賢
者
論
を
繰
り
広
げ
た
の
が
、
本
作
品
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。

注（１
）
辰
巳
正
明
『
万
葉
集
と
中
国
文
学
』（
笠
間
書
院
、
昭
和
六
二
年
、
四
七
二
頁
）

は
、「
宇
合
が
不
遇
で
あ
っ
た
か
否
か
は
疑
わ
し
い
」
と
し
た
上
で
、「
奉
西
海
道

節
度
使
之
作
」
詩
で
も
不
遇
感
が
表
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
本
作
品
の
捕
虜
の

故
事
を
「
自
身
の
立
場
に
置
い
て
述
べ
た
も
の
」
と
捉
え
る
立
場
か
ら
、「
万
巻

の
書
を
読
ん
で
も
依
然
と
し
て
貧
し
い
こ
と
を
述
べ
、
身
を
立
て
る
こ
と
の
で
き

な
い
の
を
『
不
遇
』
と
意
識
す
る
宇
合
は
、
身
を
立
て
る
こ
と
を
以
っ
て
空
し
か

ら
ざ
る
も
の
と
す
る
」
と
論
じ
、
さ
ら
に
『
万
葉
集
と
比
較
詩
学
』（
お
う
ふ

う
、
平
成
九
年
、
三
四
七
～
三
五
二
頁
）
で
、「
賢
者
と
は
、
ま
さ
に
宇
合
自
身

の
こ
と
に
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
し
、
そ
の
「
不
遇
と
い
う
題
が
中
国
の
士
大

夫
た
ち
の
常
と
す
る
思
い
で
も
あ
っ
た
」
と
こ
ろ
に
宇
合
の
不
遇
感
が
生
じ
る
契

機
が
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
井
実
充
史
「
藤
原
宇
合
の
不
遇
開
陳
の
詩
」

（
無
窮
会
『
東
洋
文
化
』
復
刊
七
五
号
、
平
成
七
年
九
月
）
は
、「
若
き
日
に
入
唐

し
て
学
問
を
修
め
た
が
、
帰
朝
後
辺
境
へ
の
従
軍
を
強
い
ら
れ
た
一
人
の
官
人

が
、
己
の
不
遇
な
生
涯
を
凝
視
し
、
内
心
怏
々
た
る
思
い
を
吐
露
し
た
述
懐
詩
」

と
論
じ
、
胡
志
昂
「
奈
良
王
朝
の
『
翰
墨
之
宗
』」（
池
田
利
夫
編
『
野
鶴
群
芳　

古
代
中
世
国
文
学
論
集
』
笠
間
書
院
、
平
成
一
四
年
、
六
〇
頁
）
は
、「
自
ら
の

才
能
と
役
職
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
す
な
わ
ち
不
遇
と
い
う
意
識
が
宇
合
に
確
実
に

あ
っ
た
」
と
論
じ
て
い
る
。

（
２
）
辰
巳
正
明
氏
は
前
掲
注
（
１
）
書
お
よ
び
『
懐
風
藻
全
註
釈
』（
笠
間
書
院
、
平

成
二
四
年
）
に
お
い
て
、
宇
合
詩
の
背
景
に
こ
れ
ら
漢
籍
の
不
遇
の
詩
賦
が
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
陶
淵
明
「
感
士
不
遇
賦
」
を
論
じ
た
も
の
に
、

西
岡
弘
「
陶
淵
明
の
『
感
士
不
遇
賦
』
に
つ
い
て
」（『
國
學
院
雜
誌
』
五
九
巻
一

〇
・
一
一
月
号
、
昭
和
三
三
年
一
一
月
）、
櫻
田
芳
樹
「『
感
士
不
遇
賦
』
の
材
源

と
『
固
窮
節
』
の
定
立
」（『
中
国
文
化
―
研
究
と
教
育
―
』
漢
文
学
会
会
報
五
四

号
、
平
成
八
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
３
）
不
忍
文
庫
本
が
屋
代
弘
賢
に
よ
る
校
本
で
、
群
書
類
従
本
文
が
そ
の
校
合
書
入
を

ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
取
り
込
ん
だ
複
合
本
文
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
拙
稿
「『
懐
風

藻
箋
註
』
と
『
懐
風
藻
』（『
早
稲
田
大
学
日
本
古
典
籍
研
究
所
年
報
』
第
四
号
、

平
成
二
三
年
三
月
）、「『
懐
風
藻
』
伝
本
お
よ
び
本
文
の
諸
問
題
」（『
東
京
医
科

歯
科
大
学
教
養
部
研
究
紀
要
』
第
四
四
号
、
平
成
二
六
年
三
月
）
な
ど
参
照
。

（
４
）
玉
城
要
「
江
湖
」（
後
藤
秋
正
・
松
本
肇
編
『
詩
語
の
イ
メ
ー
ジ
―
唐
詩
を
読
む

た
め
に
』、
東
方
書
店
、
平
成
一
二
年
）
一
二
二
～
一
二
七
頁
。

（
５
）「
固
窮
」
に
つ
い
て
は
、
一
海
知
義
「
陶
詩
固
窮
考
」（『
一
海
知
義
著
作
集
２　

陶
淵
明
を
語
る
』、
藤
原
書
店
、
平
成
二
〇
年
）
参
照
。

（
６
）
藤
原
宇
合
に
お
け
る
陶
淵
明
受
容
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
陶
淵
明
と
藤
原
宇
合
―

隠
者
に
よ
る
隠
逸
詩
の
創
作
―
」（
河
野
貴
美
子
・
張
哲
俊
編
『
東
ア
ジ
ア
世
界

と
中
国
文
化
―
文
学
・
思
想
に
み
る
伝
播
と
再
創
』、
勉
誠
出
版
、
平
成
二
四

年
）
で
論
じ
た
。

附
記　

本
稿
は
科
研
費
基
盤
研
究
Ｃ
「『
懐
風
藻
』
諸
伝
本
お
よ
び
本
文
に
関
す
る
研

究
」（
課
題
番
号
二
六
三
七
〇
二
〇
一
）
に
も
と
づ
く
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


