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杜
甫
の
「
竹
林
七
賢
」
観
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旨

杜
甫
の
詩
に
お
い
て
見
ら
れ
る
「
竹
林
七
賢
」
観
と
は
、
そ
の
共
通
す
る
属
性
と
し
て
の
超
俗
性
を
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、「
竹
林
七
賢
」
と

し
て
で
は
な
く
、
七
人
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す
る
認
識
で
は
差
異
が
見
ら
れ
る
。
阮
籍
と
嵆
康
に
対
し
て
は
、
そ
の
志
を
持
ち
な
が
ら
も
果
た
せ
な
か
っ

た
と
い
う
属
性
が
共
に
語
ら
れ
、
杜
甫
自
身
を
仮
託
し
て
い
る
。
特
に
阮
籍
で
は
、
外
在
的
な
要
因
に
目
が
向
け
ら
れ
、
そ
れ
に
反
し
て
嵆
康
で

は
、
内
在
的
な
要
因
が
挙
げ
ら
れ
る
。
阮
咸
、
山
濤
に
就
い
て
は
、
阮
籍
、
嵆
康
と
の
関
係
に
よ
る
言
及
が
主
で
あ
り
、
こ
の
関
係
性
に
杜
甫
が
触

れ
る
と
き
、
杜
甫
自
身
は
阮
籍
、
嵆
康
の
位
置
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
阮
籍
、
嵆
康
へ
の
仮
託
と
い
う
こ
と
が
い
か
に
杜
甫
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ
た

か
を
示
し
て
い
る
。
他
の
劉
伶
、
向
秀
、
王
戎
に
就
い
て
は
言
及
が
見
ら
れ
ず
、
断
定
は
で
き
な
い
が
、
あ
ま
り
関
心
を
向
け
な
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
つ
ま
り
、
杜
甫
に
と
っ
て
、
阮
籍
、
嵆
康
の
志
と
い
う
属
性
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
属
性
を
持
た
な
い
他
の
五
人
は
あ
ま
り
言
及
さ
れ

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

キ
ー
ワ
ー
ド

杜
甫
、「
竹
林
七
賢
」、
阮
籍
、
嵆
康
、
志
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は
じ
め
に

杜
甫
（
七
一
二
―
七
七
〇
）
は
、
盛
唐
を
代
表
す
る
詩
人
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
中
国
を
代
表
す
る
詩
人
と
言
え
る
。
で
は
、
そ
の
よ

う
な
中
国
を
代
表
す
る
詩
人
は
、
前
代
の
俊
賢
で
あ
る
「
竹
林
七
賢
」
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
、
そ
の
詩
に
描
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
き
た
杜
甫
の
詩
に
関
す
る
研
究
の
多
く
は
、
詩
の
制
作
年
代
に
重
き
を
置
き
、
そ
の
時
々
の
杜
甫
の
感
慨
や
置

か
れ
た
状
況
と
い
っ
た
こ
と
を
考
察
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
至
極
当
然
で
あ
り
、
筆
者
も
そ
れ
に
異
を
唱
え
る
つ
も
り
は
な

い
。
し
か
し
小
論
で
は
、
杜
甫
の
詩
を
考
察
の
対
象
と
は
す
る
が
、
詩
の
制
作
年
代
を
考
慮
せ
ず
に
進
め
て
い
く
。
そ
れ
は
、
次
章
以

下
に
見
て
い
く
よ
う
に
、
杜
甫
が
制
作
し
、
現
在
見
る
こ
と
の
で
き
る
詩
の
内
、「
竹
林
七
賢
」
に
言
及
し
て
い
る
詩
を
見
る
と
、
杜

甫
の
「
竹
林
七
賢
」
理
解
に
経
年
に
よ
る
評
価
の
大
き
な
変
化
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
小
論
で
は
、
杜
甫
の
「
竹
林
七
賢
」
理

解
の
総
和
と
し
て
、「
竹
林
七
賢
」
が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
か
を
見
て
い
く
。

「
竹
林
七
賢
」
に
言
及
し
た
詩
は
、
四
七
例
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
が
、「
竹
林
七
賢
」
全
員
に
言
及
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の

は
二
例
、
阮
籍
二
八
例
、
嵆
康
一
四
例
、
阮
咸
四
例
、
山
濤
二
例
（
全
て
並
称
を
含
め
る
）
で
あ
り
、
王
戎
、
劉
伶
、
向
秀
の
三
名
は
言

及
さ
れ
て
い
る
詩
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
言
及
さ
れ
る
数
に
差
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
ま
ず
、
第
一
章
に
て
阮
籍
に
関
す

る
も
の
を
扱
い
、
第
二
章
に
て
嵆
康
に
関
す
る
も
の
、
第
三
章
に
て
残
り
の
五
名
を
ま
と
め
て
考
察
す
る
。
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杜甫の「竹林七賢」観

第
一
章　

阮　
　
　

籍

杜
甫
の
詩）

（
（

に
お
い
て
、
阮
籍
は
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
の
か
。

杜
甫
の
詩
に
描
か
れ
た
阮
籍
を
見
て
い
く
上
で
、「
途
窮
」
は
頻
繁
に
言
及
さ
れ
、
杜
甫
の
阮
籍
観
を
示
す
重
要
な
語
と
な
る
と
思

わ
れ
る
。
ま
ず
は
、「
阮
籍
」、「
歩
兵
」、「
青
眼
」
な
ど
阮
籍
自
身
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
語
を
用
い
た
詩
を
中
心
に
見
て
い
く

が
、
や
は
り
「
途
窮
」
は
そ
れ
ら
の
語
と
と
も
に
頻
繁
に
現
れ
る
。

ま
ず
、「
敬
ん
で
鄭
諫
議
に
贈
る
十
韻
」
を
見
る
。
部
分
の
み
挙
げ
る
。

（
あ
な
た
が
）
一
諾
を
重
ん
ず
る
の
を
約
束
し
て
く
れ
れ
ば
、

す
ぐ
さ
ま
私
は
心
を
寄
せ
ま
し
ょ
う
。

あ
な
た
は
（
私
が
）
途
が
窮
ま
っ
て
慟
哭
し
て
い
る
さ
ま
を
知
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

そ
の
阮
籍
の
よ
う
な
私
を
心
配
し
て
く
れ
る
べ
き
で
は
な
い
で
す
か）

（
（

。

こ
の
詩
は
、
諫
議
大
夫
の
官
に
あ
る
鄭
氏
に
対
し
、
前
漢
の
季
布
の
故
事
を
引
い
て
鄭
氏
の
義
気
を
言
い
、
自
身
の
窮
状
を
阮
籍
に

比
し
て
言
う
。
こ
こ
で
触
れ
ら
れ
る
の
が
「
途
窮
哭
」
だ
が
、
後
藤
秋
正
氏
は
、
杜
甫
の
詩
に
見
え
る
「
窮
途
」
を
、「
あ
る
い
は
旅

先
で
の
生
活
の
ゆ
き
づ
ま
り
を
言
い
、
あ
る
い
は
安
史
の
乱
以
後
も
各
地
で
戦
乱
が
続
く
国
家
の
情
況
と
も
結
び
つ
い
て
自
身
の
進
路
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が
見
出
せ
な
い
悲
痛
な
心
境
を
表
現
し
て
い
る）

（
（

」
と
説
明
し
て
い
る
。

ま
た
、「
窮
途
」
の
語
が
詩
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
顔
延
之
「
五
君
詠
」
か
ら
だ
と
指
摘
し
て
い
る）

（
（

。
顔
延
之
「
五

君
詠
」
の
該
当
す
る
部
分
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

人
の
善
し
悪
し
を
論
じ
る
こ
と
は
な
い
が
、
行
き
詰
っ
て
は
慟
哭
す
る
ば
か
り
だ）

（
（

後
藤
氏
の
指
摘
に
従
え
ば
、
顔
延
之
「
五
君
詠
」
よ
り
始
ま
る
「
窮
途
」
と
い
う
詩
語
は
、
他
の
淵
源
が
見
つ
か
ら
な
い
限
り
、
阮

籍
の
故
事
、
さ
ら
に
は
阮
籍
自
身
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

『
晋
書
』
巻
四
十
九
「
阮
籍
伝
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

あ
る
時
気
の
向
く
ま
ま
一
人
車
に
乗
っ
て
出
掛
け
、
わ
き
道
を
通
ら
ず
に
車
を
走
ら
せ
、
道
の
窮
ま
っ
た
と
こ
ろ
ま
で
行
き
、
慟

哭
し
て
帰
っ
て
来
た）

（
（

こ
の
記
載
で
は
、
阮
籍
が
思
う
ま
ま
に
は
生
き
ら
れ
な
い
苦
し
さ
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

杜
甫
は
、
先
の
詩
の
中
で
自
身
の
「
途
窮
哭
」
の
理
由
と
し
て
「
使
者
は
顏
闔
の
出
仕
を
求
め
た
の
に
、
諸
公
は
禰
衡
を
厭
う
）
（
（

」
を

挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
作
品
が
玄
宗
の
眼
に
触
れ
、
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
が
落
第
し
た
こ
と
を
指
し
、
李
林
甫
政
権
に
よ

る
妨
害
に
よ
っ
て
官
途
に
就
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
杜
甫
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
け
る
自
身
を
阮
籍
に
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杜甫の「竹林七賢」観

比
す
こ
と
で
、
阮
籍
を
志
が
あ
り
な
が
ら
も
、
外
的
な
要
因
で
、
そ
の
志
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
物
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

ま
た
、
次
の
「
即
事
」
で
は
、
阮
籍
と
「
窮
途
」
と
に
同
時
に
言
及
し
て
い
る
。
部
分
の
み
挙
げ
る
。

病
気
が
ち
な
司
馬
相
如
は
起
き
上
が
る
日
が
な
く
、

行
き
詰
っ
た
阮
籍
は
い
つ
醒
め
る
の
だ
ろ
う
か）

（
（

。

こ
の
詩
で
は
、
阮
籍
は
司
馬
相
如
と
と
も
に
引
か
れ
て
い
る
。
と
も
に
、「
病
気
が
ち
（
多
病
）」「
行
き
詰
っ
た
（
窮
途
）」
で
困
難

を
示
し
、「
起
き
上
が
る
日
が
な
く
（
無
日
起
）」「
い
つ
醒
め
る
の
だ
ろ
う
か
（
幾
時
醒
）」
と
そ
の
困
難
な
状
況
を
打
破
で
き
な
い
で
い

る
こ
と
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
阮
籍
は
、
司
馬
相
如
と
共
に
、
杜
甫
自
身
に
比
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
い
つ
醒
め

る
の
だ
ろ
う
か
（
幾
時
醒
）」
と
阮
籍
が
酒
に
耽
溺
し
た
こ
と
を
持
ち
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
行
き
詰
ま
り
の
状
況
に
あ
っ
た

か
ら
、
阮
籍
は
酒
に
よ
っ
て
韜
晦
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
時
代
状
況
が
合
え
ば
、
酒
に
耽
溺
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
才
能
を
発
揮
し

た
で
あ
ろ
う
と
い
う
杜
甫
の
阮
籍
観
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
評
価
は
杜
甫
の
自
己
評
価
と
し
て
読
み
得
る
。

次
の
「
晦
日
崔
戢
李
封
を
尋
ぬ
」
で
も
、「
窮
途
」
に
は
触
れ
な
い
が
、
阮
籍
と
酒
と
の
関
係
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
部
分
の
み
を

挙
げ
る
。

上
古
葛
天
の
民
は
、
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天
子
に
心
配
を
か
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

今
日
で
は
阮
籍
の
よ
う
な
人
々
（
自
分
た
ち
）
が
、

酒
に
耽
溺
す
る
こ
と
で
自
身
の
身
の
安
全
を
図
っ
て
い
る）

（
（

。

こ
の
詩
で
も
、
阮
籍
は
杜
甫
と
そ
の
友
人
に
比
さ
れ
て
お
り
、
飲
酒
は
韜
晦
の
手
段
で
あ
っ
た
と
の
認
識
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、

こ
の
飲
酒
も
最
善
の
行
為
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
認
識
が
、
阮
籍
に
言
及
す
る
直
前
の
二
句
か
ら
読
み
取
れ
る
。

現
代
（
杜
甫
に
と
っ
て
の
）
は
戦
乱
の
世
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
世
に
お
い
て
、
天
子
を
手
助
け
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
身
の
安

全
を
図
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
已
む
を
得
ず
行
う
行
為
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
杜
甫
は
実
際
に
酒
に
耽
溺
し
て
身

の
安
全
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
現
代
（
杜
甫
に
と
っ
て
の
）
は
戦
乱
の
世
で
、
天
子
が
心
を
傷
め
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

杜
甫
は
、
何
か
を
成
し
得
る
立
場
に
い
な
い
の
で
、
何
も
で
き
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
何
も
で
き
な
い
で
い
る
自
分
が

友
人
と
酒
を
飲
む
こ
と
を
、
阮
籍
の
酒
に
よ
る
韜
晦
に
重
ね
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
友
人
を
訪
問
し
、
共
に
酒
を
飲
ん
で

い
る
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
を
、
阮
籍
の
酒
に
よ
る
韜
晦
を
持
ち
出
し
て
誇
張
し
て
表
し
て
い
る
。

『
晋
書
』「
阮
籍
伝
」
に
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

阮
籍
は
本
々
世
を
救
お
う
と
す
る
志
を
持
っ
て
い
た
が
、
魏
晋
の
時
代
で
は
、
世
の
中
に
難
事
が
多
く
、
名
士
で
そ
の
生
を
全
う

す
る
者
が
少
な
か
っ
た
の
で
、（
阮
籍
は
）
世
の
中
の
こ
と
に
関
わ
ら
ず
、
常
に
酒
に
酔
っ
払
っ
て
い
た）
（1
（
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こ
の
よ
う
な
阮
籍
の
飲
酒
に
対
す
る
、
た
だ
耽
溺
し
た
の
で
は
な
い
と
い
う
肯
定
的
な
評
価
が
一
般
的
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
背
景

に
、
自
身
の
国
を
思
う
姿
勢
を
誇
示
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

次
の
「
早
に
發
す
、
射
洪
縣
南
途
中
の
作
」
で
は
、
直
接
「
窮
途
」「
途
窮
」
と
は
言
わ
な
い
。
し
か
し
「
阮
籍
途
」
と
い
う
よ
う

に
、「
窮
途
」「
途
窮
」
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
言
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
部
分
の
み
挙
げ
る
。

茫
然
と
阮
籍
と
同
じ
よ
う
な
行
き
詰
っ
た
途
に
立
ち
尽
し
、

さ
ら
に
楊
朱
の
よ
う
に
向
か
う
方
向
に
迷
っ
て
涙
を
流
す
）
（（
（

。

こ
こ
で
は
、『
荀
子
』
の
楊
朱
の
故
事
が
共
に
引
か
れ
て
い
る
。
行
き
止
ま
り
や
岐
路
と
い
う
先
の
見
え
な
い
不
安
を
表
現
す
る
の

に
、
自
身
を
阮
籍
、
楊
朱
に
仮
託
し
て
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

次
の
「
秋
日
荊
南
の
述
懷
三
十
韻
」
で
は
、「
阮
籍
」
と
言
う
代
わ
り
に
、
歩
兵
校
尉
か
ら
採
ら
れ
た
「
歩
兵
」
が
使
わ
れ
て
い

る
。
部
分
の
み
挙
げ
る
。

（
わ
た
し
は
）
前
途
に
迷
っ
て
は
阮
籍
の
よ
う
に
慟
哭
し
、

眠
れ
ず
寝
返
り
を
打
っ
て
は
王
粲
の
よ
う
に
哀
し
ん
で
い
る）
（1
（

。

こ
の
詩
で
は
、
阮
籍
の
「
途
窮
」
の
故
事
に
よ
る
自
身
の
行
き
詰
ま
り
に
加
え
て
、
戦
乱
に
よ
っ
て
荒
廃
し
た
長
安
を
詠
っ
た
王
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粲
）
（1
（

が
共
に
描
か
れ
て
い
る
。
行
き
詰
ま
り
と
い
う
自
身
の
境
遇
は
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
だ
が
、
そ
こ
に
王
粲
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
志
を
持
ち
な
が
ら
も
不
遇
と
い
う
属
性
に
加
え
て
、
戦
乱
を
嘆
く
と
い
う
属
性
を
示
し
て
い
る
と
も
読
め
る
。

ま
た
、
次
の
「
秦
州
雜
詩
、
二
十
首
」
其
十
五
の
よ
う
に
、「
途
窮
」
と
は
言
わ
ず
、「
阮
籍
」
の
語
だ
け
で
、「
途
窮
」
を
も
合
わ

せ
て
表
現
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
部
分
の
み
挙
げ
る
。

阮
籍
の
よ
う
な
私
も
（
東
柯
に
行
け
ば
）
興
を
覚
え
る
こ
と
が
多
い
だ
ろ
う
し
、

龐
徳
公
の
よ
う
に
山
に
隠
れ
て
世
間
に
帰
る
こ
と
は
な
い）
（1
（

。

こ
の
詩
は
、
秦
の
地
に
あ
っ
て
、
東
柯
へ
行
く
こ
と
へ
の
思
い
を
述
べ
て
お
り
、
前
半
四
句
で
は
、
現
状
を
述
べ
、
後
半
四
句
に

て
、
東
柯
に
住
ん
だ
ら
と
い
う
期
待
を
述
べ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
第
五
句
に
、
阮
籍
へ
の
言
及
が
あ
る
。「（
東
柯
に
行
け
ば
）

興
を
覚
え
る
こ
と
が
多
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
言
表
は
、
現
状
で
は
興
を
覚
え
る
こ
と
は
少
な
い
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
。
そ
の

よ
う
な
杜
甫
の
置
か
れ
た
状
況
が
、
行
き
詰
っ
た
阮
籍
の
よ
う
だ
と
し
て
自
身
に
比
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
適
切
で
あ
る
。
ま
た
、

龐
徳
に
も
触
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
隠
棲
へ
の
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
人
口
に
膾
炙
し
た
、
青
眼
・
白
眼
を
使
い
分
け
た
と
い
う
次
の
故
事
か
ら
「
青
眼
」
を
引
い
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

阮
籍
は
青
眼
と
白
眼
を
使
い
分
け
る
こ
と
が
で
き
、
礼
俗
の
士
を
見
る
と
き
は
、
白
眼
で
対
し
た）
（1
（

t02_河野.indd   36 2013/10/02   11:17:19



― 37 ―

杜甫の「竹林七賢」観

こ
の
記
載
で
は
、
阮
籍
が
礼
俗
の
士
を
憎
ん
だ
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

次
の
「
巫
峽
の
敝
廬
に
て
、
侍
御
四
舅
が
別
れ
て
澧
朗
に
之
く
に
贈
り
奉
る
」
は
、「
阮
籍
」
の
代
わ
り
に
こ
の
「
青
眼
」
を
用
い

て
い
る
。

赤
眉
は
ま
だ
世
を
乱
し
て
お
り
、

青
眼
は
た
だ
行
き
詰
っ
て
い
る
。

桃
源
の
客
に
伝
え
て
欲
し
い
、

自
分
も
今
戦
乱
を
桃
源
へ
避
け
た
あ
な
た
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
世
を
避
け
て
い
る
と）
（1
（

。

こ
の
詩
は
、
舅
で
あ
る
崔
某
が
澧
州
・
朗
州
へ
行
く
の
に
贈
っ
た
詩
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
阮
籍
を
自
身
に
比
し
て
は
お
ら
ず
、
む

し
ろ
杜
甫
が
人
々
に
迎
え
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。「
青
眼
」
と
は
、
阮
籍
が
俗
物
を
白
眼
視
し
、
自
身
の
気
に
入
っ

た
人
物
に
は
青
眼
で
応
対
し
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
杜
甫
は
阮
籍
に
よ
っ
て
自
身
の
価
値
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
続

く
句
に
て
言
う
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
後
半
部
分
は
、
阮
籍
に
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
価
値
あ
る
自
分
（
杜
甫
）
は
、
阮
籍
や
桃
源
の

客
と
同
じ
よ
う
に
、
戦
乱
に
よ
っ
て
行
き
詰
ま
り
、
世
を
避
け
て
い
る
の
だ
と
自
身
に
価
値
を
与
え
つ
つ
、
現
状
に
対
す
る
自
己
弁
護

を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

次
の
「
短
歌
行
、
王
郎
司
直
に
贈
る
」
も
「
青
眼
」
を
用
い
て
い
る
。
末
尾
の
部
分
を
挙
げ
る
。
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（
私
は
）
高
ら
か
に
歌
い
青
眼
で
も
っ
て
君
と
の
別
れ
を
惜
し
ん
で
眺
め
や
る

眼
中
の
人
よ
私
は
老
い
た
な
あ）
（1
（

こ
の
詩
は
、
司
直
の
王
某
に
贈
っ
た
詩
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
阮
籍
を
自
身
に
比
し
て
、「
青
眼
」
の
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
王
某
が
俗
人
で
は
な
い
と
い
う
評
価
を
与
え
て
い
る
。

他
に
も
、
同
様
に
「
青
眼
」
や
そ
れ
に
類
す
る
語
を
用
い
た
も
の
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
詩
は
、「
青
眼
」

に
よ
っ
て
阮
籍
を
描
く
と
い
う
よ
り
も
、
阮
籍
か
ら
離
れ
、
一
つ
の
熟
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
扱

わ
な
い
こ
と
と
す
る）
（1
（

。

次
の
「
嚴
公
が
野
亭
に
寄
せ
題
せ
し
作
に
酬
い
奉
る
」
は
、
先
に
見
た
「
青
眼
」
の
故
事
に
見
ら
れ
る
阮
籍
の
礼
法
の
士
を
憎
ん
だ

と
い
う
属
性
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
。

謝
安
の
よ
う
な
あ
な
た
は
山
水
に
登
臨
す
る
費
用
を
惜
し
ま
な
い
が
、

阮
籍
の
よ
う
な
私
は
礼
法
に
叶
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。

わ
ざ
わ
ざ
我
が
家
に
お
越
し
く
だ
さ
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、

草
が
繁
っ
て
見
え
な
く
な
っ
た
小
道
を
手
入
れ
し
て
お
き
ま
し
ょ
う）
（1
（

。

こ
の
詩
は
厳
武
が
寄
せ
て
く
れ
た
詩
に
返
事
を
し
た
詩
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
厳
武
を
謝
安
に
、
杜
甫
自
身
を
阮
籍
に
比
し
て
い
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る
。
こ
れ
は
、
厳
武
の
詩
「
杜
拾
遺
の
錦
江
の
野
亭
に
寄
せ
て
題
す
」
の
「
興
を
発
し
た
ら
必
ず
駿
馬
を
馳
せ
て
君
の
と
こ
ろ
へ
伺
お

う
）
11
（

」
に
対
す
る
杜
甫
の
返
事
で
あ
る
。
通
常
な
ら
ば
、
成
都
尹
で
あ
る
厳
武
の
下
に
杜
甫
が
行
く
は
ず
で
あ
る
。
自
身
を
礼
法
の
士
を

憎
ん
だ
阮
籍
に
比
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
官
位
の
低
い
も
の
が
高
官
の
と
こ
ろ
へ
行
く
と
い
う
礼
法
に
適
っ
た
行
動
か
ら
逃
れ
、
そ
の
礼

法
に
則
ら
ず
、
来
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
で
、「
わ
ざ
わ
ざ
お
越
し
く
だ
さ
る
（
枉
沐
）」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
、
杜
甫
の
阮
籍
に
言
及
し
た
詩
を
見
て
き
た
が
、
多
く
の
場
合
に
お
い
て
、
杜
甫
は
自
身
を
阮
籍
に
仮
託
し
て
い
る
。
ま

た
、
そ
の
多
く
が
「
途
窮
」
と
共
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
杜
甫
が
阮
籍
に
言
及
す
る
主
な
要
因
は
、
こ
の
よ
う
な
阮
籍
の
志
を
有

し
な
が
ら
も
果
た
せ
な
か
っ
た
と
い
う
属
性
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、「
示
姪
佐
」
で
は
、「
嗣
宗
」
と
し
て
阮
籍
に
触
れ
て
い
る
が
、

阮
籍
の
こ
と
よ
り
、
阮
咸
に
対
し
て
言
及
の
比
重
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
。

こ
こ
か
ら
は
、
先
に
見
た
「
途
窮
」
の
使
用
は
、
顔
延
之
「
五
君
詠
」
か
ら
始
ま
る
と
す
る
後
藤
氏
の
指
摘
を
前
提
に
、「
阮
籍
」

や
阮
籍
を
示
す
よ
う
な
語
は
出
て
こ
な
い
が
、「
窮
途
」「
途
窮
」
を
用
い
た
表
現
が
見
ら
れ
る
作
品
を
確
認
し
て
い
く
。

ま
ず
は
「
章
留
後
侍
御
に
陪
し
て
南
樓
に
宴
す
」
の
部
分
を
挙
げ
る
。

命
令
を
出
す
こ
ろ
に
は
こ
の
江
城
も
暗
く
な
り
、

紅
い
蝋
燭
の
も
と
私
は
詩
を
書
き
付
け
る
。

こ
の
身
体
は
醒
め
て
は
ま
た
酔
っ
て
い
る
と
い
う
状
態
だ
が
、
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行
き
詰
っ
て
慟
哭
す
る
よ
う
な
真
似
は
し
な
い）
1（
（

。

こ
の
詩
は
、
東
川
節
度
使
の
留
後
で
、
ま
た
侍
御
史
で
も
あ
っ
た
章
彝
の
供
を
し
て
梓
州
城
の
南
楼
で
酒
盛
り
を
し
た
こ
と
を
詠
っ

て
い
る
。「
し
ば
し
ば
ご
ち
そ
う
に
な
（
屢
食
）」
り
、「
馬
ま
で
借
り
て
乗
る
（
仍
騎
御
史
驄
）」
と
い
っ
た
厚
遇
を
受
け
て
い
る
の
で
、

阮
籍
の
よ
う
な
窮
状
に
あ
る
私
だ
が
、
あ
な
た
の
お
か
げ
で
慟
哭
す
る
よ
う
な
こ
と
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
感
謝
の
気
持
ち
を
表

し
て
い
る
。

「
途
窮
」
と
言
い
つ
つ
も
、
阮
籍
と
は
違
っ
て
官
途
に
就
け
る
よ
う
に
運
動
し
て
い
る
次
の
「
集
賢
院
の
崔
于
二
學
士
に
留
贈
し
奉

る
」
の
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。

こ
の
す
ば
ら
し
き
御
代
に
老
い
て
い
く
私
だ
が
、

行
き
詰
っ
て
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ず
宮
廷
の
門
番
に
叫
ん
だ
の
だ
。

そ
の
意
気
は
星
の
か
な
た
へ
衝
き
入
り
、

そ
の
言
葉
は
帝
王
の
感
情
を
も
動
か
し
た）
11
（

。

勅
旨
に
よ
る
特
別
試
に
応
じ
る
た
め
に
献
呈
し
た
「
三
大
礼
賦
」
が
玄
宗
に
認
め
ら
れ
、
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
結
果

は
落
第
。
こ
の
詩
は
、
去
る
に
及
ん
で
、
集
賢
院
の
学
士
、
崔
国
輔
・
于
休
烈
の
二
人
に
送
っ
た
詩
で
あ
る
。
内
容
は
、
作
品
が
玄
宗

の
眼
に
触
れ
、
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
が
落
第
し
、
李
林
甫
政
権
に
よ
る
妨
害
を
ほ
の
め
か
し
つ
つ
、
励
ま
し
て
く
れ
た
二
人
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の
学
士
に
謝
意
を
示
す
。「
宮
廷
の
門
番
に
叫
ぶ
」
と
は
、
作
品
を
献
呈
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
至
る
状
況
が
、「
行
き
詰
ま
り

（
途
窮
）」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
皇
帝
に
認
め
て
も
ら
い
、
任
官
の
道
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
権
力
の
中
枢
に
近
づ
こ
う
と
し

な
か
っ
た
阮
籍
の
事
跡
と
は
合
わ
な
い
。
で
あ
る
か
ら
、
杜
甫
の
詩
に
お
け
る
「
行
き
詰
ま
り
（
途
窮
）」
は
、
政
権
の
中
枢
に
近
づ

く
こ
と
を
拒
ん
だ
阮
籍
の
精
神
性
は
閑
却
さ
れ
、
志
が
あ
り
な
が
ら
も
外
的
要
因
に
よ
っ
て
任
官
で
き
な
い
と
い
う
状
況
の
み
を
抽
出

し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

次
の
「
哥
舒
開
府
に
投
贈
す
二
十
韻
」
も
、
同
様
に
精
神
性
を
閑
却
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
部
分
の
み
挙
げ
る
。

春
草
が
枯
れ
る
の
を
見
送
っ
た
の
は
も
う
幾
年
か
、

今
日
の
私
は
日
暮
れ
の
途
が
行
き
詰
っ
て
い
る
状
況
で
す
。

孫
楚
の
よ
う
な
反
骨
の
士
を
幕
僚
に
留
め
、

兵
卒
の
間
か
ら
呂
蒙
を
見
出
し
た
あ
な
た
。

私
に
あ
る
の
は
身
を
守
る
一
振
り
の
長
剣
で
す
が
、

あ
な
た
の
本
陣
の
そ
ば
に
あ
る
崆
峒
山
に
そ
れ
を
立
て
か
け
た
く
思
い
ま
す）
11
（

。

こ
の
詩
は
、
当
時
安
禄
山
と
並
ん
で
最
も
有
力
な
軍
人
で
あ
る
哥
舒
翰
に
「
投
贈
」、
つ
ま
り
、
先
立
っ
て
交
際
し
て
い
な
か
っ
た

人
物
に
贈
っ
た
詩
で
あ
る
。
内
容
は
、
哥
舒
翰
へ
の
賛
美
と
自
述
で
あ
る
が
、「
行
き
詰
ま
り
（
途
窮
）」
と
そ
の
状
況
か
ら
の
脱
却
を

願
う
部
分
が
あ
る
。
苦
し
い
現
状
を
伝
え
、
抜
擢
を
期
待
し
て
い
る
。「
日
暮
れ
の
途
（
暮
途
）」
は
、
楚
の
伍
子
胥
の
嘆
き
を
指
す
と
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思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
「
窮
」
を
加
え
て
、「
行
き
詰
ま
り
（
途
窮
）」
の
意
味
を
も
付
け
加
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
現
在
の
窮
状
と

官
職
へ
の
願
望
が
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
杜
甫
は
阮
籍
の
「
途
窮
哭
」
の
故
事
の
精
神
性
を
閑
却
し
、
志
が
あ
り
な
が
ら
も
外
的
要
因
に
よ
っ
て
官
途
に
就
け

な
い
と
い
う
状
況
を
指
し
て
用
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る）
11
（

。

顔
延
之
が
「
五
君
詠
」
に
て
用
い
、
阮
籍
の
逸
話
を
示
す
「
途
窮
」
で
は
あ
る
が
、「
阮
籍
」
や
阮
籍
を
示
す
よ
う
な
語
と
共
に
用

い
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
単
独
で
「
途
窮
」
ま
た
は
、「
窮
途
」
を
用
い
る
場
合
、
阮
籍
の
事
跡
か
ら
離
れ
て
、
様
々
な
要
因
に
よ
る

現
在
の
窮
状
を
示
す
熟
語
と
な
る
傾
向
が
強
い
。
無
論
、
顔
延
之
が
阮
籍
の
事
跡
を
「
途
窮
」
と
詠
っ
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
の
で
あ

る
か
ら
、
阮
籍
の
事
跡
と
全
く
関
係
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
し
か
し
、
杜
甫
は
「
途
窮
」
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
阮
籍
の

事
跡
を
そ
の
ま
ま
自
身
に
置
き
換
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
自
身
の
置
か
れ
た
境
遇
や
状
態
な
ど
を
付
け
加
え
て
用
い
て
い
る
こ
と
か

ら
、
必
ず
し
も
阮
籍
を
示
す
の
で
は
な
く
、
困
窮
な
ど
の
状
態
を
示
す
熟
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
途
窮
」
を
単
独
で
用
い
た
例
か
ら
は
、
実
際
に
阮
籍
自
体
を
示
す
語
を
用
い
た
例
の
よ
う
な
、
杜
甫
の
阮
籍
へ
の
仮
託
を
多
く
見

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
「
途
窮
」
を
使
用
す
る
例
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
杜
甫
が
こ
の
語
を
好
ん
で
用
い
て
い

た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
や
は
り
杜
甫
の
阮
籍
へ
の
仮
託
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

杜
甫
の
阮
籍
へ
の
仮
託
を
示
す
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
例
が
あ
る
。
次
の
「
丹
青
引
」
は
、「
青
眼
」
に
関
わ
る
内
容
で
あ
る
。
部

分
の
み
挙
げ
る
。

将
軍
の
絵
は
神
妙
さ
を
備
え
て
お
り
、
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偶
然
に
も
素
晴
ら
し
い
人
物
に
出
会
え
ば
そ
の
真
の
姿
を
描
く
だ
ろ
う
。

し
か
し
今
は
兵
乱
の
最
中
に
漂
泊
し
、

し
ば
し
ば
た
だ
の
つ
ま
ら
な
い
人
物
を
描
い
て
い
る
。

戦
乱
に
よ
っ
て
行
き
詰
ま
り
（
そ
の
絵
画
は
）
俗
眼
に
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、

将
軍
よ
り
貧
乏
な
も
の
は
い
な
い
状
況
で
あ
る
。

昔
か
ら
盛
名
を
担
う
人
物
は
、

い
つ
も
不
遇
が
そ
の
身
に
付
き
ま
と
っ
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
見
る
だ
け
だ）
11
（

。

こ
の
詩
は
、
唐
代
の
著
名
な
画
家
、
曹
覇
に
贈
ら
れ
た
詩
で
あ
り
、
詩
全
体
を
通
し
て
、
曹
覇
の
描
く
絵
の
素
晴
ら
し
さ
を
詠
っ
て

い
る
。

全
体
の
流
れ
と
し
て
は
、
曹
覇
の
先
祖
で
あ
る
魏
の
武
帝
・
曹
操
か
ら
説
き
起
こ
し
、
書
か
ら
絵
画
へ
進
み
、
そ
の
絵
の
巧
み
さ
を

表
す
も
の
と
し
て
、
凌
煙
閣
の
功
臣
像
と
玉
花
驄
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
る）
11
（

。

次
に
、
そ
の
技
術
を
受
け
継
ぐ
も
の
と
し
て
韓
幹
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
韓
幹
は
、「
惜
し
い
こ
と
に
姿
は
描
く
が
そ
の
精
神
を
描

か
ず
、
駿
馬
の
意
気
を
萎
ま
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
（
幹
惟
畫
肉
不
畫
骨
、
忍
使
驊
騮
氣
凋
喪
）」
と
否
定
的
に
描
か
れ
る
が
、
こ
れ
は
曹
覇

の
卓
越
さ
を
示
す
た
め
の
否
定
的
な
評
価
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
挙
げ
た
詩
の
末
尾
部
分
で
は
、
天
子
に
度
々
拝
謁
す
る
と
い
う
栄
光
か
ら
一
転
、
安
史
の
乱
に
よ
る
漂
泊
と
窮
乏
を
描
い

て
終
わ
る
。
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こ
の
詩
は
、
一
見
曹
覇
を
阮
籍
に
比
し
て
い
る
が
、
次
の
よ
う
な
見
方
が
存
在
す
る
。

私
が
思
う
に
こ
の
詩
に
お
い
て
公
（
杜
甫
）
は
曹
覇
を
借
り
て
自
身
を
述
べ
て
い
る）
11
（

こ
れ
は
、
明
の
王
嗣
奭
の
「
丹
青
引
」
評
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
丹
青
引
」
の
末
尾
の
一
段
は
、
曹
覇
に
贈
っ
た
と
い
う
コ
ン

テ
ク
ス
ト
か
ら
、
曹
覇
を
描
い
て
は
い
る
が
、
自
述
で
あ
る
と
す
る
見
方
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
杜
甫
が
自

分
と
阮
籍
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
と
も
言
え
る
。

杜
甫
が
自
身
と
阮
籍
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
こ
の
詩
を
杜
甫
の
祈
り
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、「
素
晴
ら
し
い

人
物
に
出
会
え
ば
き
っ
と
そ
の
真
の
姿
を
描
く
だ
ろ
う
（
偶
〔
必
〕
逢
佳
士
亦
寫
真
）」
と
は
、
杜
甫
自
身
の
素
晴
ら
し
さ
を
見
抜
い
て

ほ
し
い
と
い
う
意
味
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
戦
乱
に
よ
っ
て
行
き
詰
ま
り
（
そ
の
絵
画
は
）
俗
眼
に
受
け
入
れ
ら
れ
ず
（
途
窮
反
遭

俗
眼
白
）」
と
は
、
杜
甫
自
身
も
曹
覇
と
同
じ
よ
う
な
境
遇
で
あ
り
、
同
様
に
人
々
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
意
味
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
昔
か
ら
盛
名
を
担
う
人
物
は
、
い
つ
も
不
遇
が
そ
の
身
に
付
き
ま
と
っ
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
見
る

ば
か
り
で
あ
る
（
但
看
古
來
盛
名
下
、
終
日
坎
壈
纏
其
身
）」
と
言
う
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
杜
甫
は
自
身
が
、
書
、
絵
画
に
お
け
る
曹
覇

の
卓
越
さ
を
認
め
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
自
身
に
何
ら
か
の
価
値
を
認
め
て
欲
し
い
と
い
う
願
望
、
も
し
く
は
、
自
分
に
も
何
ら

か
の
価
値
が
あ
る
と
い
う
自
負
を
述
べ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
杜
甫
の
祈
り
は
、
曹
覇
に
贈
ら
れ
た
詩
と
い
う
制
約
か
ら
、
直
接
的
に
は
表
現
さ
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
描
か
れ
た
曹
覇

と
描
い
た
杜
甫
を
重
ね
合
わ
せ
て
読
ん
で
欲
し
い
と
い
う
控
え
め
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
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そ
し
て
、
こ
の
詩
に
は
異
文
が
存
在
す
る
。
末
尾
か
ら
三
句
目
、

将
軍
よ
り
貧
乏
な
も
の
は
い
な
い
状
況
で
あ
る
（
世
上
未
有
如
公
貧
）。

と
あ
る
と
こ
ろ
が
、『
文
苑
英
華
』
で
は
、

他
の
人
は
富
み
今
や
自
分
だ
け
が
貧
し
い
と
い
う
状
況
に
あ
る
（
他
富
至
今
我
徒
貧
）
11
（

）

と
い
う
異
文
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
異
文
に
お
け
る
「
我
」
は
、
詠
わ
れ
て
い
る
曹
覇
の
こ
と
で
あ
る
が
、
先
に
見
た
よ
う
な
こ
の
詩

が
自
述
で
あ
る
と
す
る
見
方
で
考
え
れ
ば
、「
我
」
は
杜
甫
を
も
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
自
述
と
し
て
は
露
骨
に
な
る
が
、

仮
託
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
興
味
深
い
異
文
で
あ
る
。

こ
の
異
文
と
「
本
文
」
と
の
先
後
関
係
は
不
明
で
あ
り
、
異
文
が
杜
甫
自
身
の
手
に
よ
る
も
の
か
ど
う
も
不
明
で
あ
る
。
こ
の
異
文

が
杜
甫
自
身
の
語
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
先
に
見
た
よ
う
に
杜
甫
が
自
身
を
阮
籍
に
仮
託
し
て
い
る
一
つ
の
例
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に

対
し
て
、
こ
の
異
文
が
他
者
の
語
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
杜
甫
の
阮
籍
へ
の
仮
託
を
過
剰
に
盛
り
込
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

杜
甫
が
阮
籍
に
自
身
を
仮
託
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
来
た
例
か
ら
読
み
取
れ
る
。
し
か
し
、
二
例
だ
け
で
は
あ
る
が
、

阮
籍
を
否
定
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

次
の
「
大
曆
三
年
春
、
白
帝
城
よ
り
船
を
放
ち
瞿
塘
峽
を
出
づ
、
久
し
く
夔
府
に
居
り
、
將
に
江
陵
に
適
か
ん
と
し
て
漂
泊
す
、
詩
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有
り
凡
そ
四
十
韻
」
で
は
、
表
面
上
で
の
否
定
が
見
ら
れ
る
。
部
分
の
み
挙
げ
る
。

私
は
素
晴
ら
し
い
時
代
に
生
を
受
け
た
の
で
、

行
き
詰
っ
て
慟
哭
す
る
こ
と
を
本
分
と
は
し
な
い
。

今
は
病
に
伏
せ
っ
て
旅
客
と
な
っ
て
い
る
が
、

天
子
の
恩
を
受
け
早
く
か
ら
傍
に
仕
え
た
も
の
だ
。

自
然
に
背
か
ず
（
思
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
し
ま
い
）
天
子
と
論
争
し
、

正
直
な
気
持
ち
か
ら
地
方
の
地
を
乞
う
て
中
央
を
去
っ
た
の
だ）
11
（

。

こ
の
詩
で
は
、
阮
籍
の
生
き
た
時
代
と
現
代
（
杜
甫
に
と
っ
て
の
）
と
を
比
較
し
、
真
似
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
そ

れ
で
は
、
行
き
詰
る
の
は
ど
う
し
て
か
。
房
琯
の
事
で
、「
天
子
と
論
争
し
（
廷
争
）」、
そ
の
結
果
、「
中
央
を
去
っ
た
（
乞
江
湖
）」
か

ら
だ
と
晩
年
に
至
っ
た
杜
甫
が
、
こ
れ
ま
で
の
人
生
を
振
り
返
り
、
自
分
の
納
得
で
き
る
解
釈
を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
行
き

詰
っ
て
慟
哭
す
る
こ
と
を
本
分
と
は
し
な
い
（
誰
分
哭
窮
途
）」
と
言
う
か
ら
に
は
、
行
き
詰
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
に
あ
る
と
言
う
こ

と
と
同
じ
で
あ
り
、
時
代
は
違
え
ど
、
自
分
は
阮
籍
と
同
じ
よ
う
な
志
を
も
っ
た
人
間
だ
と
い
う
自
負
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ

で
の
否
定
は
、
表
面
上
で
の
否
定
で
あ
り
、
阮
籍
自
体
や
そ
の
属
性
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
杜
甫
＝
阮
籍
と
い
う
仮
託
は
そ

の
ま
ま
に
、
生
き
た
時
代
状
況
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
同
じ
よ
う
に
志
を
持
っ
た
と
い
う
属
性
だ
が
、
そ
の
行
動
も
異
な
る
と
い
う
こ

と
を
述
べ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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次
の
「
秋
日
夔
府
の
詠
懷
、
鄭
監
李
賓
客
に
寄
せ
奉
る
一
百
韻
」
は
、「
途
窮
」「
窮
途
」
と
は
言
わ
な
い
。
し
か
し
「
途
中
」
と
い

う
表
現
を
用
い
て
、
同
様
の
内
容
を
言
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
部
分
の
み
挙
げ
る
。

（
こ
の
途
を
行
く
私
は
）
行
き
詰
っ
て
慟
哭
し
て
帰
っ
た
阮
籍
で
は
な
く
、

筏
に
乗
っ
て
西
域
へ
向
か
っ
た
張
騫
の
よ
う
で
あ
る）
11
（

。

こ
の
詩
で
は
、
行
く
末
の
不
安
で
は
な
く
、
希
望
を
抱
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
張
騫
の
よ
う
」
だ
と
阮
籍
よ
り
も
張

騫
に
自
身
を
比
し
て
い
る
が
、「
有
感
五
首
」
其
一
に
「
ど
こ
に
も
張
騫
の
よ
う
な
人
物
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
そ
れ
ほ
ど
素

晴
ら
し
い
人
物
だ
）
1（
（

）」
と
あ
る
よ
う
に
、
杜
甫
は
張
騫
を
評
価
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
志
を
持
ち
な
が
ら
も
行
き
詰
ま
っ

て
は
泣
い
て
い
た
阮
籍
よ
り
も
、
遥
か
な
西
域
へ
旅
立
っ
て
行
っ
た
張
騫
を
よ
り
評
価
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

杜
甫
は
、
先
祖
に
杜
預
や
杜
審
言
な
ど
有
名
な
人
物
を
持
っ
て
は
い
た
が
、
杜
甫
が
生
ま
れ
た
こ
ろ
に
は
典
型
的
な
没
落
士
族
で
あ

り
、
有
力
な
後
ろ
盾
も
お
ら
ず
、
科
挙
に
も
落
第
し
た
。
生
涯
の
内
、
就
い
た
官
職
も
、
ほ
と
ん
ど
が
地
方
の
官
職
で
あ
り
、
中
央
の

官
職
に
就
い
た
と
き
も
、
す
ぐ
に
左
遷
さ
れ
、
志
を
果
た
す
機
会
は
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
生
涯
と
そ
の
詩
か
ら
す
る

と
、
杜
甫
は
生
涯
を
通
し
て
志
を
果
た
せ
な
い
こ
と
を
嘆
い
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

そ
ん
な
杜
甫
に
と
っ
て
、「
志
を
果
た
し
た
自
分
」
と
い
う
自
己
像
は
、
常
に
理
想
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
見
た
張
騫

は
、
杜
甫
の
「
志
を
果
た
し
た
自
分
」
と
し
て
夢
想
す
る
一
つ
の
例
で
あ
ろ
う
。

そ
の
理
想
と
す
る
「
志
を
果
た
し
た
自
分
」
に
至
れ
ぬ
、
今
現
在
の
自
分
を
仮
託
し
て
、
自
身
の
素
晴
ら
し
さ
を
喧
伝
す
る
の
に
適

t02_河野.indd   47 2013/10/02   11:17:19



― 48 ―

し
た
人
物
と
し
た
の
が
阮
籍
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
杜
甫
に
と
っ
て
阮
籍
は
、
も
ち
ろ
ん
た
だ
の
無
能
な
酒
飲
み
で
、
街
を
車
で
う
ろ
つ

い
て
は
泣
い
て
帰
る
と
い
う
狂
人
な
の
で
は
な
く
、
志
を
持
ち
な
が
ら
も
時
代
や
境
遇
の
せ
い
で
、
世
の
た
め
に
力
を
発
揮
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
い
う
存
在
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
前
詩
に
見
る
よ
う
な
阮
籍
に
対
す
る
否
定
は
、
志
を
果
た
せ
な

か
っ
た
阮
籍
的
自
分
に
対
す
る
否
定
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

阮
籍
を
否
定
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
詩
に
お
い
て
も
、
阮
籍
へ
の
仮
託
と
い
う
こ
と
は
変
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
、
阮
籍
的
自
分
に
対

す
る
否
定
と
い
う
こ
と
で
、
よ
り
強
く
仮
託
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

第
二
章　

嵆　
　
　

康

前
章
で
は
、「
窮
途
」
は
阮
籍
を
念
頭
に
置
い
て
用
い
ら
れ
た
も
の
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
見
て
き
た
が
、
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
阮

籍
だ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
次
の
「
悶
を
遣
る
、
嚴
公
に
呈
し
奉
る
二
十
韻
」
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

あ
な
た
（
厳
武
）
は
寛
容
で
不
器
用
な
私
を
そ
っ
と
し
て
お
い
て
く
れ
、

行
き
詰
っ
た
私
を
馬
の
毛
並
み
を
整
え
る
よ
う
に
世
話
し
て
く
れ
る）
11
（

。

こ
の
詩
は
、
前
出
の
厳
武
に
奉
っ
た
詩
で
あ
り
、
厳
武
に
対
す
る
感
謝
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、「
ど
う
し
て
（
厳
武
の
）
幕
下
に

来
て
し
ま
っ
た
の
か
（
胡
為
來
幕
下
）」、「
座
る
こ
と
に
よ
る
足
の
痺
れ
（
坐
痺
）」、「
頭
痛
（
頭
風
）」、「
他
課
の
人
と
意
見
の
衝
突
が
あ
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る
（
分
曹
失
異
同
）」、「
亀
が
網
に
引
っ
掛
か
っ
て
い
る
よ
う
だ
（
信
然
龜
觸
網
）」、「
籠
の
中
か
ら
外
を
覗
い
て
い
る
鳥
の
よ
う
だ
（
直

作
鳥
窺
籠
）」
と
官
に
就
く
こ
と
に
よ
る
束
縛
を
嫌
っ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
も
同
詩
に
て
語
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
束
縛
を
嫌
う
言
葉
は
、
阮
籍
よ
り
も
嵆
康
の
方
が
近
し
い
と
思
わ
れ
る
。
次
の
「
河
南
の
韋
尹
丈
人
に
寄
せ
奉
る
」
で

は
、
さ
ら
に
嵆
康
に
近
づ
く
。
部
分
の
み
挙
げ
る
。

あ
な
た
の
栄
達
は
私
と
は
地
が
絶
た
れ
た
ほ
ど
に
差
が
あ
り
、

勝
手
気
ま
ま
で
あ
る
私
は
途
が
窮
ま
っ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

ど
ぶ
ろ
く
を
好
ん
だ
陶
淵
明
を
尋
ね
、

丹
砂
を
煉
る
葛
洪
を
訪
ね
る
よ
う
に
隠
逸
を
し
て
み
た
。

こ
の
世
界
に
粗
末
な
服
を
漂
わ
せ
、

霜
や
雪
の
よ
う
な
白
髪
が
ざ
ん
ば
ら
髪
に
増
え
て
き
た
。

大
い
な
る
天
地
の
間
に
落
ち
ぶ
れ
て
、

う
ろ
つ
き
回
っ
て
み
て
み
た
が
道
術
が
身
に
つ
い
た
わ
け
で
は
な
い）
11
（

。

こ
の
詩
は
、
河
南
尹
で
あ
る
韋
濟
は
栄
達
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
立
場
を
超
え
て
自
分
を
気
に
か
け
て
く
れ
る
こ
と
に
感
謝
し
て
寄

せ
た
詩
で
あ
る
。
官
界
へ
の
道
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
絶
望
感
を
述
べ
て
お
り
、
官
途
が
断
た
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
隠
逸

の
真
似
事
を
し
て
い
る
と
い
う
自
身
の
状
況
を
指
し
て
、
阮
籍
の
当
時
の
状
況
と
重
ね
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
阮
籍
の
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隠
逸
は
司
馬
政
権
へ
の
出
仕
を
逃
れ
る
た
め
の
方
便
だ
と
い
う
考
え
で
あ
る
。

以
上
は
、
杜
甫
が
自
身
を
阮
籍
に
比
し
て
い
る
と
し
た
場
合
の
解
釈
と
な
る
。
も
う
一
つ
、
嵆
康
に
比
し
た
場
合
の
解
釈
を
考
え
て

み
た
い
。

ま
ず
、
第
二
句
「
勝
手
気
ま
ま
（
疏
放
）」
で
あ
る
が
、
向
秀
は
「
思
舊
賦
」
の
序
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
嵆
康
の
志
は
遠
大
だ
が
む
ら
が
あ
り
、
呂
安
の
心
は
広
大
だ
が
気
ま
ま
で
あ
る）
11
（

向
秀
は
、
嵆
康
の
志
、
呂
安
の
心
を
評
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
ら
れ
た
「
遠
大
（
遠
）」
と
「
む
ら
（
疏
）」、「
広
大
（
曠
）」
と

「
気
ま
ま
（
放
）」
の
内
、
否
定
的
な
評
価
で
あ
る
「
疏
」
と
「
放
」
を
合
わ
せ
た
も
の
が
、「
疏
放
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
杜
甫
は
自

身
の
こ
と
を
嵆
康
や
呂
安
の
よ
う
に
遠
大
な
志
、
広
大
な
心
を
持
っ
て
は
い
る
が
、
そ
の
志
は
む
ら
が
あ
り
、
気
ま
ま
な
人
物
で
あ
る

と
主
張
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
嵆
康
は
、「
山
巨
源
に
與
ふ
絶
交
書
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

自
分
で
推
測
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
道
が
尽
き
行
き
詰
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る）
11
（

嵆
康
は
、
官
途
に
就
い
た
場
合
を
推
察
し
て
絶
望
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
嵆
康
が
そ
の
「
山
濤
に
與
ふ
絶
交
書
」
に
お
い
て
「
途

窮
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
疏
放
憶
途
窮
」
と
は
、
嵆
康
を
念
頭
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
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嵆
康
は
山
濤
に
自
身
の
後
任
と
し
て
推
薦
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
絶
交
書
を
書
い
た
。
杜
甫
が
官
職
を
望
ん
で
得
ら
れ
な
い
状
況
と
は

異
な
る
。

そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
解
釈
が
可
能
か
。

筆
者
が
可
能
だ
と
思
う
解
釈
は
、
杜
甫
は
、
嵆
康
が
推
薦
を
拒
ん
だ
こ
と
な
ど
を
全
て
理
解
し
た
上
で
、
そ
れ
を
転
倒
し
、「
嵆
康

は
官
に
就
き
た
く
な
く
て
絶
望
し
た
が
、
私
は
そ
の
反
対
に
官
に
就
け
な
く
て
絶
望
し
て
い
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
と
す
る
こ
と
だ
ろ

う
。こ

れ
ま
で
見
て
き
た
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
も
ち
ろ
ん
、「
途
窮
」
は
阮
籍
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
語
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

阮
籍
を
全
く
念
頭
に
置
い
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
で
あ
る
か
ら
、
杜
甫
は
、
阮
籍
と
と
も
に
嵆
康
を
も
そ
の
念
頭

に
お
い
て
い
た
と
考
え
た
い
。
杜
甫
の
嵆
康
に
対
す
る
考
え
を
見
る
こ
と
に
よ
り
、
杜
甫
が
嵆
康
へ
の
思
慕
も
抱
い
て
い
た
こ
と
を
確

認
し
て
い
く
。

ま
ず
は
、「
比
部
の
蕭
郎
中
十
兄
に
贈
る
」
を
見
る
。
部
分
の
み
挙
げ
る
。

山
陽
に
て
鍛
冶
を
し
て
暮
ら
し
て
い
た
嵆
康
や
、

野
谷
の
村
で
牛
を
飼
っ
て
い
た
愚
公
の
よ
う
に
暮
ら
し
た
い
の
で
す
。

ど
う
し
て
あ
な
た
の
よ
う
な
長
者
の
車
を
迂
回
さ
せ
て
訪
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
、

故
郷
へ
帰
っ
て
隠
居
し
身
を
運
命
に
任
せ
よ
う
と
思
い
ま
す）
11
（

。
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こ
の
詩
は
従
兄
の
蕭
某
に
贈
っ
た
詩
で
あ
る
。
嵆
康
の
鍛
冶
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
引
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
二
つ
の
方
向
が
考
え

ら
れ
る
。
一
つ
は
、「
ど
う
し
て
あ
な
た
の
よ
う
な
長
者
の
車
を
迂
回
さ
せ
て
訪
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
」
の
句
と
合
わ

せ
て
考
え
れ
ば
、
嵆
康
が
向
秀
と
共
に
鍛
冶
を
し
て
お
り
、
鍾
会
の
訪
問
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
こ
と）
11
（

を
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
す
る

解
釈
で
あ
る
。
蕭
某
は
従
兄
で
あ
る
か
ら
、
訪
問
を
受
け
入
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
官
職
に
あ
る
従
兄

に
対
し
て
、
う
だ
つ
の
上
が
ら
な
い
自
分
を
卑
下
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
う
一
つ
は
、「
故
郷
へ
帰
っ
て
隠
居
し
身
を
運
命
に

任
せ
よ
う
と
思
」
う
の
句
と
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
嵆
康
が
政
治
の
世
界
に
見
向
き
せ
ず
、
鍛
冶
を
好
ん
で
や
っ
て
い
た
よ
う
に
、
自

分
も
好
き
な
こ
と
を
し
て
暮
ら
そ
う
と
表
明
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
二
つ
の
解
釈
は
互
い
に
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い

の
で
、
両
方
を
含
意
し
て
い
る
と
考
え
た
い
。

嵆
康
が
刑
死
さ
せ
ら
れ
た
の
は
周
知
の
こ
と
だ
が
、
杜
甫
も
嵆
康
の
死
に
つ
い
て
二
つ
の
詩
に
て
触
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、「
醉
ひ

て
馬
よ
り
墜
つ
る
を
為
す
、
諸
公
酒
を
攜
へ
て
相
看
る
」
で
あ
る
。
部
分
の
み
を
挙
げ
る
。

ど
う
し
て
馬
を
走
ら
せ
て
来
て
見
舞
う
必
要
が
あ
っ
た
の
か
、

君
も
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
嵆
康
が
養
生
論
を
書
い
た
の
に
殺
さ
れ
た
の
を）
11
（

。

こ
の
詩
は
、
酒
を
飲
ん
で
馬
か
ら
落
ち
た
杜
甫
を
、
友
人
が
見
舞
い
に
来
て
く
れ
た
こ
と
を
描
い
た
詩
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
嵆
康

が
「
養
生
論
」
を
書
い
た
と
い
う
こ
と
と
、
刑
死
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
繋
げ
て
、「
養
生
論
」
を
書
こ
う
が
長
生
き
し
な
い
人

も
い
る
し
、
老
い
た
身
で
馬
か
ら
落
ち
て
も
死
な
な
い
人
も
い
る
、
寿
命
は
天
命
だ
と
言
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
嵆
康
の
「
養
生
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論
」
と
刑
死
は
、
関
係
の
あ
る
も
の
で
は
な
く
、「
養
生
論
」
の
養
生
は
、
刑
死
し
な
い
た
め
の
養
生
で
は
な
く
、
道
家
の
養
生
で
あ

る
。
嵆
康
の
生
涯
の
内
の
二
つ
の
要
素
を
合
わ
せ
て
、
友
人
に
対
す
る
ユ
ー
モ
ア
と
し
て
提
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

も
う
一
つ
は
、「
興
を
遣
る
、
五
首
」
其
一
で
あ
る
。
部
分
の
み
挙
げ
る
。

龍
は
冬
の
三
ヶ
月
を
穴
に
篭
っ
て
過
ご
し
、

老
い
た
鶴
は
万
里
の
大
空
を
飛
ぼ
う
と
い
う
心
を
抱
い
て
い
る
。

昔
の
俊
賢
も
、

ま
だ
時
運
に
乗
れ
て
い
な
か
っ
た
と
き
は
自
分
が
現
今
を
眺
め
て
い
る
よ
う
な
気
持
ち
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

嵆
康
は
良
い
死
に
方
を
し
な
か
っ
た
が
、

孔
明
は
わ
か
り
合
え
る
友
人
を
得
た
）
11
（

。

こ
の
詩
は
、
古
の
人
物
の
こ
と
に
触
れ
て
、
自
身
の
気
持
ち
を
述
べ
た
詩
で
あ
る
。「
老
い
た
鶴
は
万
里
の
大
空
を
飛
ぼ
う
と
い
う

心
を
抱
い
て
い
る
」
と
、
老
い
て
は
い
る
が
志
は
持
っ
て
い
る
と
い
う
自
負
を
語
り
、「
昔
の
俊
賢
も
、
ま
だ
時
運
に
乗
れ
て
い
な

か
っ
た
と
き
は
自
分
が
現
今
を
眺
め
て
い
る
よ
う
な
気
持
ち
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
」
と
古
の
賢
俊
に
思
い
を
馳
せ
る
。
嵆
康
は
、
そ
の
俊

賢
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
嵆
康
は
賢
俊
の
う
ち
で
も
良
い
死
に
方
で
は
な
か
っ
た
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

次
の
「
蕭
二
十
使
君
に
贈
り
奉
る
」
は
、
友
人
関
係
を
表
す
の
に
、
嵆
康
を
引
い
た
も
の
で
あ
る
。
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（
あ
な
た
は
厳
武
に
と
っ
て
）
張
孟
の
よ
う
に
家
事
を
取
り
仕
切
る
人
物
で
あ
り
、

（
私
に
と
っ
て
）
嵆
康
が
息
子
を
託
し
た
友
人
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る）
11
（

。

こ
の
詩
は
、
厳
武
の
幕
下
に
あ
っ
た
と
き
の
同
僚
蕭
某
に
贈
っ
た
詩
で
あ
る
。
こ
の
友
人
と
は
、
息
子
の
嵆
紹
を
託
し
た
山
濤
だ
と

思
わ
れ
る
。
友
人
関
係
を
表
現
す
る
に
は
、
管
鮑
の
交
わ
り
や
刎
頸
の
交
わ
り
な
ど
、
古
来
用
い
ら
れ
て
き
た
典
故
が
あ
る
中
、
嵆
康

と
山
濤
を
選
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
、
自
身
を
嵆
康
に
比
す
と
い
う
こ
と
の
重
要
性
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

嵆
康
を
自
身
に
比
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。「
李
八
祕
書
に
贈
り
別
る
三
十
韻
」
の
部
分
の
み
を
挙
げ
る
。

（
君
が
）
司
馬
相
如
の
よ
う
に
病
気
が
ち
だ
と
言
っ
て
退
い
て
か
ら
、

（
わ
た
し
も
）
嵆
康
の
よ
う
に
あ
ま
り
人
と
交
遊
し
な
く
な
っ
た）
1（
（

。

こ
の
詩
は
、
李
某
に
贈
っ
た
詩
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
李
某
を
司
馬
相
如
に
比
し
、
自
身
を
嵆
康
に
比
し
て
い
る
。
嵆
康
が
妄
り
に

人
と
交
際
を
し
な
か
っ
た
こ
と
を
持
ち
出
し
て
、
自
身
に
比
し
て
い
る
。

次
の
「
同
谷
縣
よ
り
發
す
」
で
は
、
直
接
的
に
嵆
康
に
言
及
し
て
は
い
な
い
。
だ
が
、
嵆
康
の
「
幽
憤
詩
」
を
引
い
て
い
る
。

普
段
か
ら
無
精
で
世
渡
り
の
下
手
な
私
だ
が
、

偶
然
に
も
隠
棲
す
る
の
に
良
さ
そ
う
な
地
に
出
会
っ
た
。
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行
く
も
留
ま
る
も
自
分
の
思
い
と
異
な
り
、

林
の
中
に
所
を
得
た
鳥
を
仰
い
で
は
恥
ず
か
し
く
思
う
）
11
（

。

こ
の
詩
は
、
隴
右
か
ら
剣
南
へ
赴
く
こ
と
を
描
い
て
い
る
。
直
接
的
に
は
嵆
康
に
言
及
し
て
い
な
い
が
、
嵆
康
の
「
幽
憤
詩
」
を
引

い
て
い
る
。「
自
分
の
思
い
と
異
な
り
」（
與
願
違
）
が
そ
れ
で
あ
る
。「
幽
憤
詩
」
の
関
係
す
る
部
分
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

楽
し
げ
に
鳴
き
交
わ
す
雁
は
、

翼
を
羽
ば
た
か
せ
て
北
へ
飛
ぶ
。

季
節
に
従
っ
て
移
り
行
き
、

満
ち
足
り
て
心
配
す
る
こ
と
な
ど
な
い
の
だ
。

あ
あ　

私
は
憤
り
嘆
く
、

雁
と
比
べ
る
べ
く
も
な
い
。

状
況
は
私
の
思
い
と
食
い
違
い
、

囚
人
と
し
て
獄
に
繋
が
れ
て
い
る
。

苦
難
も
栄
光
も
天
命
な
の
だ
か
ら
、

求
め
て
も
仕
方
が
な
い
の
だ）
11
（

。
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こ
こ
で
重
要
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
ど
ち
ら
も
鳥）
11
（

を
自
由
の
象
徴
と
し
て
描
い
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
置
か
れ
た
事
態
が
自

分
の
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
と
い
う
嘆
き
で
あ
る
。

ま
た
、「
幽
憤
詩
」
だ
け
で
な
く
、「
山
巨
源
に
與
ふ
絶
交
書
」
か
ら
の
引
用
も
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。

ま
ず
は
、「
張
十
二
山
人
彪
に
寄
す
三
十
韻
」
で
あ
る
。
部
分
の
み
挙
げ
る
。

自
分
は
無
精
も
の
で
名
声
に
よ
っ
て
世
に
出
た
は
い
い
が
一
身
の
処
置
を
誤
り
、

東
西
を
走
り
回
る
は
め
に
な
っ
て
自
分
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
失
っ
て
し
ま
っ
た）
11
（

。

こ
の
詩
は
、
隠
者
の
張
彪
に
送
っ
た
詩
で
あ
る
。
こ
の
「
無
精
も
の
」（
疏
懶
）
は
、
嵆
康
が
「
山
巨
源
に
與
ふ
絶
交
書
」
に
て
自

分
自
身
を
説
明
す
る
の
に
用
い
て
い
る
（
表
記
は
「
疏
嬾
」）。

性
格
は
怠
け
も
の
で
、
身
体
は
な
ま
っ
て
緩
ん
で
お
り
、
頭
と
顔
は
月
の
半
分
は
洗
わ
ず
、
ひ
ど
く
痒
く
な
け
れ
ば
、
身
体
を
洗

い
ま
せ
ん）
11
（

杜
甫
に
は
、
他
に
も
「
疏
懶
」
を
用
い
て
自
身
の
無
精
さ
を
説
明
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。「
佐
山
に
還
り
て
後
寄
す
、
三
首
」
其

一
の
部
分
の
み
挙
げ
る
。
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お
前
（
甥
で
あ
る
佐
）
は
心
得
て
い
て
く
れ
る
、

こ
の
無
精
な
叔
父
は
お
前
に
手
を
引
い
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を）
11
（

。

こ
の
詩
は
、
甥
の
佐
が
山
に
帰
っ
た
あ
と
寄
せ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
杜
甫
の
無
精
さ
の
説
明
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

阮
籍
の
と
こ
ろ
で
触
れ
た
「
秦
州
雜
詩
、
二
十
首
」
其
十
五
で
も
「
疏
懶
」
に
触
れ
て
い
る
。
該
当
箇
所
の
み
挙
げ
る
。

東
柯
で
は
思
い
っ
き
り
無
精
を
す
る
つ
も
り
な
の
だ
か
ら
、

鬢
の
斑
に
な
っ
た
白
髪
を
切
る
こ
と
な
ん
て
や
め
よ
う）
11
（

。

こ
こ
で
は
、
無
精
を
す
る
こ
と
へ
の
期
待
を
述
べ
る
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

次
の
「
屏
跡
、
三
首
」
其
二
は
、
髪
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
部
分
の
み
挙
げ
る
。

子
供
は
学
業
を
怠
る
が
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
り
、

い
つ
も
貧
乏
だ
が
妻
に
心
配
さ
せ
た
ま
ま
に
し
て
い
る
。

生
涯
ず
っ
と
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
い
る
の
が
願
い
で
、

無
精
で
一
月
中
頭
に
櫛
を
入
れ
る
こ
と
は
な
い）
11
（

。

t02_河野.indd   57 2013/10/02   11:17:19



― 58 ―

こ
の
詩
は
、
浣
花
草
堂
で
の
生
活
を
描
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
頭
髪
な
ど
身
体
の
手
入
れ
と
い
う
こ
と
で
一
つ
の
範
疇
に
括
れ
ば
、

先
ほ
ど
挙
げ
た
「
山
巨
源
に
與
ふ
絶
交
書
」
の
「
頭
と
顔
は
月
の
半
分
は
洗
わ
ず
（
頭
面
常
一
月
十
五
日
不
洗
）」
を
踏
ま
え
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

次
の
「
傷
秋
」
で
も
髪
に
関
し
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

私
は
無
精
で
な
お
ざ
り
だ
か
ら
髪
も
た
ま
に
し
か
櫛
を
入
れ
ず
、

艱
難
辛
苦
を
経
て
帯
も
た
る
ん
で
し
ま
っ
た）
11
（

。

前
詩
と
同
様
に
「
山
巨
源
に
與
ふ
絶
交
書
」
の
「
頭
と
顔
は
月
の
半
分
は
洗
わ
ず
」（
頭
面
常
一
月
十
五
日
不
洗
）
を
踏
ま
え
て
い
る

と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
言
う
「
懶
慢
」
も
、「
山
巨
源
に
與
ふ
絶
交
書
」
の
「
私
の
大
雑
把
さ
は
礼
儀
に
反
し
て
し
ま
う
が
、
怠
惰

と
気
ま
ま
さ
は
私
の
中
で
結
び
つ
い
て
い
る）
1（
（

」
を
踏
ま
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
ま
で
、
嵆
康
に
関
わ
る
も
の
を
見
て
き
た
が
、
杜
甫
が
そ
の
詩
に
お
い
て
、
嵆
康
が
自
身
を
説
明
し
た
語
句
を
用
い
て
自
身
を

説
明
し
て
い
る
例
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
た
。
杜
甫
は
、
阮
籍
の
と
こ
ろ
で
見
た
よ
う
に
、
度
々
志
を
果
た
せ
ぬ
こ
と
を
述
べ
て
い
る

が
、
嵆
康
も
志
を
果
た
せ
ぬ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

「
幽
憤
詩
」
に
見
え
る
例
を
挙
げ
れ
ば
、
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内
を
省
み
て
は
平
素
の
志
に
背
き
、

外
に
対
し
て
は
良
友
に
恥
ず
か
し
く
思
う
）
11
（

。

と
あ
り
、
ま
た
、

私
一
人
が
ど
う
し
て
、

志
を
抱
い
て
も
遂
げ
ら
れ
な
い
の
か）
11
（

。

と
も
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
嵆
康
は
志
を
果
た
せ
ぬ
ま
ま
、
そ
の
生
涯
を
終
え
た
人
物
で
あ
り
、
杜
甫
は
、
自
身
が
志
を
果
た
せ
ぬ

こ
と
の
一
つ
の
内
在
的
な
原
因
と
し
て
、
嵆
康
と
同
じ
よ
う
に
「
無
精
」
と
い
う
属
性
を
挙
げ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

杜
甫
は
、
そ
の
絶
頂
期
と
言
え
る
、
中
枢
に
近
い
左
拾
遺
の
職
に
あ
っ
た
と
き
、
房
琯
を
擁
護
し
た
こ
と
で
左
遷
さ
せ
ら
れ
て
い

る
。
良
か
れ
と
思
っ
て
言
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
良
く
な
い
結
果
を
招
い
た
と
い
う
こ
と
を
、「
至
慎
）
11
（

」
と
評
さ
れ
、
情
勢
を
鑑
み
、

口
を
閉
ざ
す
こ
と
が
で
き
た
阮
籍
の
よ
う
に
黙
っ
て
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
自
己
評
価
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
阮
籍
と
嵆
康
に
対
す
る
杜
甫
の
考
え
の
差
異
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。「
衡
州
に
入
る
」

に
次
の
よ
う
な
句
が
あ
る
。

私
は
嵆
康
を
師
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
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世
間
で
は
郴
州
掾
の
張
勸
の
こ
と
を
賢
人
だ
と
評
し
て
い
る
。

郴
州
へ
行
っ
た
ら
質
素
な
家
を
楽
土
に
建
て
、

そ
の
張
勸
が
出
世
す
る
の
を
眺
め
よ
う）
11
（

。

こ
の
詩
は
、
潭
州
に
て
乱
に
遭
い
、
衡
州
に
逃
れ
、
郴
州
に
行
く
こ
と
を
考
え
て
い
る
こ
と
を
描
い
た
詩
で
あ
る
。
こ
の
「
嵆
康
を

師
と
す
る
」
は
「
山
巨
源
に
與
ふ
絶
交
書
」
の
次
の
言
説
を
踏
ま
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

阮
籍
は
人
の
欠
点
を
口
に
し
た
こ
と
が
な
く
、
私
は
い
つ
も
彼
を
師
と
し
て
学
ぼ
う
と
し
て
い
る
が
、
未
だ
に
及
ぶ
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん）
11
（

「
衡
州
に
入
る
」
の
「
嵆
康
を
師
と
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
嵆
康
の
言
説
を
典
故
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
次
の

よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

嵆
康
は
、「
人
の
欠
点
を
口
に
し
た
こ
と
が
な
」
い
阮
籍
を
師
と
し
て
学
ぼ
う
と
し
た
。
杜
甫
は
、
そ
の
嵆
康
を
師
と
し
て
学
ぼ
う

と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
同
じ
く
志
を
果
た
せ
な
か
っ
た
阮
籍
と
嵆
康
で
は
あ
る
が
、
杜
甫
は
、
阮
籍
の
よ
う
に
「
至
慎
」
と
評
さ
れ

る
態
度
を
と
る
こ
と
が
で
き
ず
、
思
っ
た
こ
と
を
口
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
嵆
康
を
師
と
し
た
い
と
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
も
う
一
つ
の
方
向
が
考
え
ら
れ
る
。
杜
甫
が
こ
れ
ま
で
の
人
生
を
振
り
返
っ
た
と
き
に
、
自
分
自
身
の
有
す
る
属
性
が
、

「
無
精
」
で
あ
り
、
思
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
き
、
そ
れ
が
嵆
康
に
似
て
い
る
と
判
断
し
た
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と
い
う
方
向
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
二
つ
の
方
向
が
考
え
ら
れ
る
が
、
ど
ち
ら
に
も
共
通
す
る
の
は
、
杜
甫
の
謙
遜
と
い
う
意
識
で
あ
る
。
前
者
で
は
、

私
は
嵆
康
の
よ
う
な
人
間
で
あ
り
、
阮
籍
の
よ
う
に
は
な
れ
ま
せ
ん
と
い
う
謙
遜
で
あ
り
、
後
者
は
、
思
っ
て
み
れ
ば
私
は
嵆
康
の
よ

う
な
属
性
を
持
っ
た
人
間
で
し
た
と
い
う
謙
遜
で
あ
る
。

阮
籍
が
志
を
果
た
せ
な
か
っ
た
の
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
外
在
的
な
理
由
に
よ
る
と
杜
甫
は
捉
え
て
い
た
。
嵆
康
の
場
合
は
、
そ

の
無
精
さ
、
思
っ
た
こ
と
を
口
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
内
在
的
な
理
由
で
あ
る
。
杜
甫
に
と
っ
て
は
、
外
在
的
に
は
そ
の
出
自
、
李
林

甫
政
権
に
よ
る
妨
害
、
安
史
の
乱
と
い
っ
た
理
由
が
あ
り
、
内
在
的
に
は
、
そ
の
無
精
さ
、
思
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ

と
が
、
杜
甫
自
身
の
言
葉
か
ら
読
み
取
れ
る
。
実
際
に
、
杜
甫
が
ど
の
程
度
無
精
で
あ
り
、
ど
の
程
度
思
っ
た
こ
と
を
口
に
し
た
の
か

は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
自
身
を
謙
遜
し
て
示
す
人
物
と
し
て
嵆
康
と
い
う
存
在
が
考
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

杜
甫
の
阮
籍
と
嵆
康
に
対
す
る
捉
え
方
は
、
同
じ
よ
う
に
志
を
果
た
せ
な
か
っ
た
人
物
で
は
あ
る
が
、
そ
の
要
因
に
外
在
的
、
内
在

的
と
い
う
差
異
が
見
ら
れ
る
。

で
は
、
そ
の
阮
籍
と
嵆
康
が
同
時
に
引
か
れ
た
場
合
を
見
て
み
た
い
。
阮
籍
、
嵆
康
を
並
称
し
て
言
及
し
て
い
る
例
は
二
つ
あ
る
。

ま
ず
は
、「
台
州
の
鄭
十
八
司
戶
を
懷
ふ
こ
と
有
り
」
を
部
分
の
み
挙
げ
る
。

こ
れ
ま
で
魑
魅
を
防
げ
と
遠
方
へ
流
さ
れ
た
人
々
は
、

そ
の
多
く
は
才
名
が
高
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
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あ
な
た
（
鄭
虔
）
は
昔
の
嵆
康
・
阮
籍
の
よ
う
な
人
物
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
さ
ら
に
世
俗
の
も
の
に
憎
ま
れ
た
の
だ）
11
（

。

こ
の
詩
は
、
台
州
に
司
戸
と
し
て
左
遷
さ
れ
た
友
人
鄭
虔
を
思
っ
て
詠
っ
た
詩
で
あ
る
。
こ
れ
は
鄭
虔
を
才
名
が
あ
り
、
嵆
康
・
阮

籍
の
よ
う
に
世
俗
を
超
越
し
た
人
物
と
し
て
評
し
て
い
る
。

次
に
「
台
州
の
鄭
司
戶
蘇
少
監
を
哭
す
」
を
見
る
が
、
こ
れ
も
部
分
の
み
挙
げ
る
。

私
は
才
能
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
が
交
際
を
許
さ
れ
、

お
二
人
に
追
随
し
た
が
そ
れ
は
形
骸
に
囚
わ
れ
な
い
精
神
的
な
交
遊
で
あ
っ
た
。

お
二
人
は
昔
の
班
固
・
揚
雄
の
よ
う
に
そ
の
名
声
は
盛
ん
で
、

嵆
康
・
阮
籍
の
よ
う
に
超
俗
し
て
は
互
い
に
必
要
と
し
た）
11
（

。

こ
の
詩
は
、
前
詩
に
登
場
し
た
鄭
虔
と
秘
書
少
監
で
あ
っ
た
蘇
源
明
と
を
哭
し
た
詩
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
二
人
と
の
交
遊
が
描
か

れ
て
い
る
。
こ
れ
も
前
詩
と
同
じ
よ
う
に
鄭
・
蘇
の
二
人
の
超
俗
と
い
う
属
性
を
、
嵆
康
・
阮
籍
を
引
い
て
評
価
し
て
い
る
。

以
上
、
阮
籍
・
嵆
康
を
二
人
同
時
に
言
及
し
て
い
る
例
を
二
つ
見
た
。
一
人
ず
つ
言
及
す
る
場
合
で
は
、
世
俗
を
超
越
し
て
い
た
と

い
う
評
価
を
持
ち
出
す
こ
と
は
少
な
い
が
、
並
称
し
た
二
例
は
両
方
と
も
超
俗
と
い
う
属
性
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
阮
籍

や
嵆
康
を
同
時
に
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
個
人
の
属
性
が
薄
ま
り
、
共
通
の
属
性
、
つ
ま
り
超
俗
と
い
う
属
性
が
前
面
に
出
て
き
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て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
阮
籍
、
嵆
康
の
二
人
を
引
く
と
き
は
、「
嵆
阮
」
と
な
っ
て
お
り
、「
阮
嵆
」
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
二

例
だ
け
で
判
断
で
き
な
い
が
、「
嵆
康
を
師
と
す
る
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
杜
甫
は
、
同
様
に
志
を
果
た
せ
な
か
っ
た
人
物
で

あ
っ
て
も
、
嵆
康
の
方
に
よ
り
親
し
み
を
覚
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

第
三
章　

そ
の
他
の
五
人

前
章
ま
で
、
言
及
の
多
く
見
ら
れ
た
阮
籍
、
嵆
康
の
二
人
を
考
察
し
て
き
た
が
、
こ
の
章
で
は
、
言
及
の
あ
ま
り
見
ら
れ
な
か
っ
た

残
り
の
五
名
を
見
て
い
く
。

ま
ず
は
阮
咸
で
あ
る
。「
八
哀
詩
、
故
の
著
作
郎
、
貶
台
州
司
戶
、
滎
陽
の
鄭
公
虔
」
の
末
尾
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
部
分
の
み
挙

げ
る
。百

年
と
言
わ
れ
る
生
涯
に
お
い
て
私
は
生
き
残
り
君
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
、

残
さ
れ
た
さ
び
し
い
私
は
誰
を
頼
っ
た
ら
良
い
の
か
。

君
は
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
阮
咸
と
も
言
う
べ
き
君
の
姪
が
い
る
、

君
の
甥
の
進
退
は
私
と
同
じ
よ
う
に
世
の
網
に
引
っ
掛
か
っ
て
左
遷
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

後
日
江
陵
へ
君
の
甥
を
訪
ね
る
と
き
は
、

君
へ
の
哀
し
み
を
含
み
つ
つ
君
の
代
わ
り
に
私
の
漂
泊
の
身
の
上
話
を
聞
い
て
も
ら
お
う
と
思
う
）
11
（

。
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前
章
に
も
登
場
し
た
友
人
鄭
虔
を
哀
し
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
は
鄭
虔
を
阮
籍
、
そ
の
甥
を
阮
咸
に
比
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
評
価
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
叔
父
、
甥
の
関
係
を
阮
籍
、
阮
咸
に
比
し
て
い
る
例
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。

次
の
「
姪
佐
に
示
す
」
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
部
分
の
み
を
挙
げ
る
。

阮
籍
に
は
多
く
の
子
供
、
甥
が
い
た
が
、

そ
の
中
で
も
阮
咸
が
賢
い
と
前
か
ら
思
っ
て
い
た）
11
（

。

こ
の
詩
は
、
甥
の
佐
に
示
し
た
詩
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
阮
籍
は
杜
甫
自
身
を
指
し
、
阮
咸
は
そ
の
甥
の
佐
で
あ
る
。
自
身
と
甥
の
関

係
を
阮
籍
と
阮
咸
の
関
係
に
比
し
て
、
甥
の
佐
を
評
価
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

次
の
「
忠
州
の
使
君
姪
の
宅
に
て
宴
す
」
も
叔
父
、
甥
の
関
係
を
述
べ
て
い
る
。
部
分
の
み
挙
げ
る
。

我
が
杜
家
の
血
を
引
く
甥
は
中
央
か
ら
出
て
刺
史
と
な
っ
て
い
る
、

他
郷
で
は
あ
る
が
今
日
は
こ
こ
で
宴
会
だ
。

叔
父
、
甥
の
関
係
で
あ
る
の
で
阮
咸
に
比
す
べ
き
甥
の
家
で
遊
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
先
の
湖
灘
と
い
う
難
所
を
恐
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い）
1（
（

。
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こ
の
詩
は
、
忠
州
刺
史
で
あ
る
甥
の
宅
で
宴
会
を
し
た
こ
と
を
詠
っ
た
詩
で
あ
る
。
こ
の
甥
は
前
詩
に
登
場
し
た
甥
の
佐
と
同
じ
で

は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
阮
籍
、
阮
咸
の
関
係
を
引
い
て
い
る
。

次
の
「
阮
隱
居
に
貽
る
」
は
、
叔
父
、
甥
の
関
係
で
は
な
く
、
阮
氏
一
族
を
引
い
て
い
る
。
部
分
の
み
挙
げ
る
。

陳
留
の
風
俗
は
衰
え
、

傑
出
し
た
人
物
は
世
間
に
お
い
て
数
え
る
に
足
る
も
の
は
い
な
い
。

と
こ
ろ
が
こ
の
秦
州
に
て
あ
な
た
（
阮
昉
）
と
知
り
合
っ
た
、

あ
な
た
こ
そ
同
じ
阮
姓
で
あ
る
阮
籍
や
阮
咸
の
風
格
を
継
ぐ
人
物
で
あ
る）
11
（

。

こ
の
詩
は
、
隠
者
の
阮
昉
に
贈
っ
た
詩
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
阮
昉
を
評
価
す
る
の
に
、
阮
籍
、
阮
咸
を
含
め
る
阮
氏
一
族
を
引
い

て
い
る
。
阮
昉
が
隠
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
、
阮
籍
、
嵆
康
を
同
時
に
引
い
た
の
と
同
様
、
阮
籍
、
阮
咸
ら
を

ま
と
め
て
言
及
す
る
こ
と
で
、
そ
の
個
人
の
属
性
が
薄
ま
り
、
阮
氏
一
族
と
い
う
超
俗
の
属
性
で
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
、
阮
咸
に
言
及
し
た
四
例
を
見
て
き
た
が
、
阮
咸
に
言
及
す
る
と
言
っ
て
も
、
阮
咸
個
人
に
言
及
す
る
の
で
は
な
く
、
叔

父
、
甥
の
関
係
と
し
て
、
阮
籍
、
阮
咸
を
用
い
る
と
い
う
言
及
の
さ
れ
方
で
あ
っ
た
。「
阮
隱
居
に
貽
る
」
で
は
、
阮
籍
、
阮
咸
を
含

め
た
阮
氏
と
同
姓
で
あ
る
阮
昉
と
い
う
関
係
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
杜
甫
が
阮
咸
個
人
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
評
価
を
下
し
て
い
た

か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
阮
籍
と
の
関
係
に
よ
っ
て
、
友
人
と
そ
の
甥
を
評
価
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
阮
咸
に
対
し
て
も
少
な
か
ら
ず
肯

定
的
な
評
価
を
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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次
に
山
濤
に
言
及
し
た
も
の
を
、
わ
ず
か
二
例
で
は
あ
る
が
見
て
い
く
。
ま
ず
は
、「
魏
二
十
四
司
直
が
嶺
南
掌
選
崔
郎
中
の
判
官

に
充
て
ら
る
る
を
送
り
兼
ね
て
韋
韶
州
に
寄
す
」
で
あ
る
。
部
分
の
み
を
挙
げ
る
。

崔
氏
の
鑑
識
眼
は
山
濤
の
よ
う
に
明
白
で
あ
り
、

魏
氏
は
陸
賈
の
よ
う
に
千
金
の
装
い
を
人
か
ら
も
ら
っ
て
嫌
疑
が
か
か
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な
い）
11
（

。

こ
の
詩
は
、
魏
某
が
崔
某
の
属
官
、
判
官
に
充
て
ら
れ
嶺
南
に
向
か
う
の
を
送
り
、
兼
ね
て
韶
州
刺
史
の
韋
迢
へ
寄
せ
た
詩
で
あ

る
。
崔
氏
の
鑑
識
眼
を
評
価
す
る
の
に
、
山
濤
が
引
か
れ
て
い
る
。

次
の
「
張
十
三
建
封
に
別
る
」
は
、
直
接
的
に
は
山
濤
に
言
及
し
て
い
な
い
が
、
嵆
康
と
の
交
遊
で
山
濤
に
言
及
し
て
い
る
。
部
分

の
み
挙
げ
る
。

君
は
范
雲
が
晩
年
に
友
人
と
す
る
に
値
し
た
謝
朓
の
よ
う
な
人
物
で
あ
り
、

嵆
康
が
死
に
臨
ん
で
息
子
を
託
し
た
山
濤
の
よ
う
な
人
物
で
も
あ
る）
11
（

。

こ
の
詩
は
、
張
建
封
と
の
別
れ
に
臨
ん
で
詠
っ
た
詩
で
あ
る
。
張
建
封
は
、
杜
甫
の
友
人
の
子
で
あ
り
、
幼
い
こ
ろ
会
っ
た
こ
と
が

あ
る
。
こ
こ
で
、
杜
甫
は
自
身
を
嵆
康
に
比
し
、
張
建
封
を
山
濤
に
比
し
て
、
嵆
康
が
死
に
臨
ん
で
「
山
濤
が
い
る
か
ら
、
お
前
は
一
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人
で
は
な
い）
11
（

」
と
言
っ
た
よ
う
に
、
自
身
の
息
子
を
託
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

山
濤
に
言
及
し
た
も
の
で
は
、「
山
公
啓
事
」
で
知
ら
れ
る
山
濤
の
鑑
識
を
評
価
す
る
も
の
と
、
嵆
康
と
の
交
遊
が
触
れ
ら
れ
て
い

る
。
興
味
深
い
の
が
、
阮
咸
の
と
こ
ろ
で
見
た
よ
う
に
、
阮
籍
と
阮
咸
と
が
言
及
さ
れ
た
と
き
、
杜
甫
は
阮
籍
の
位
置
に
あ
り
、
嵆
康

と
山
濤
に
言
及
し
た
と
き
に
は
嵆
康
の
位
置
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
杜
甫
自
身
は
、
常
に
阮
籍
、
嵆
康
の
位
置
に
あ
る
と
い
う
こ
と
か

ら
、
阮
咸
、
山
濤
に
一
定
の
評
価
を
与
え
つ
つ
も
、
や
は
り
、
阮
籍
、
嵆
康
に
対
す
る
思
い
入
れ
が
強
く
表
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
、
第
一
、二
章
で
見
た
よ
う
に
、
阮
籍
、
嵆
康
の
志
を
果
た
せ
な
か
っ
た
と
い
う
属
性
に
、
杜
甫
自
身
が
己
を
見
て
い
る
こ
と

か
ら
来
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

そ
の
点
か
ら
考
え
る
と
、
言
及
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
王
戎
、
劉
伶
、
向
秀
の
三
人
は
、
そ
の
よ
う
な
属
性
で
も
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と

が
な
く
、
血
縁
、
友
情
と
い
う
面
で
も
阮
咸
、
山
濤
ほ
ど
阮
籍
、
嵆
康
に
近
い
と
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
向
秀
に
関
し
て

も
、
嵆
康
と
の
交
遊
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
死
に
関
わ
る
と
い
う
そ
の
逸
話
の
劇
的
さ
に
よ
っ
て
、
山
濤
の
方
が
選
ば
れ
や
す
か
っ
た

の
だ
ろ
う
。

最
後
に
、「
竹
林
七
賢
」
全
員
と
言
う
よ
り
は
、
そ
の
「
竹
林
の
游
」
を
示
す
と
思
わ
れ
る
が
、
嵆
康
の
旧
居
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る

地
、「
山
陽
」
を
引
い
て
い
る
も
の
を
見
て
い
く
。
ま
ず
は
、「
王
二
十
四
侍
御
契
に
贈
る
四
十
韻
」
で
あ
る
。
部
分
の
み
挙
げ
る
。

「
竹
林
七
賢
」
が
集
っ
た
山
陽
に
比
す
べ
き
こ
こ
は
俗
物
は
お
ら
ず
、

鄭
當
時
が
賓
客
を
も
て
な
し
た
よ
う
に
私
を
も
て
な
し
て
く
れ
る）
11
（

。
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こ
の
詩
は
、
侍
御
史
で
あ
る
王
契
に
贈
っ
た
詩
で
あ
る
。
王
契
の
邸
宅
を
褒
め
て
い
る
が
、
こ
の
「
山
陽
に
俗
物
は
い
な
い
」
に

は
、
二
つ
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
、
自
分
た
ち
を
「
竹
林
七
賢
」
に
喩
え
、
王
契
の
邸
宅
を
嵆
康
の
旧
居
が

あ
っ
た
「
山
陽
」
に
喩
え
、
そ
の
超
俗
と
い
う
属
性
を
主
張
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
そ
れ
に
付
随
し
て
、
次
の
逸

話
を
踏
ま
え
て
い
る
場
合
で
あ
る
。

嵆
康
、
阮
籍
、
山
濤
、
劉
伶
が
竹
林
で
酒
を
飲
ん
で
い
る
と
、
王
戎
が
遅
れ
て
来
た
。
阮
籍
は
言
っ
た
「
俗
物
が
ま
た
来
て
人
の

良
い
気
分
を
壊
す
」
と
。
王
戎
は
笑
っ
て
答
え
る
、「
君
た
ち
の
気
分
は
、
壊
す
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
も
の
な
の
か
」
と）
11
（

こ
の
逸
話
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、
一
つ
目
の
超
俗
を
主
張
す
る
と
い
う
意
味
は
補
強
さ
れ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
王
戎
は
俗
物
で

あ
っ
た
と
い
う
杜
甫
の
否
定
的
な
評
価
が
得
ら
れ
る
。
こ
れ
だ
け
で
、
杜
甫
が
王
戎
に
否
定
的
な
評
価
を
下
し
て
い
た
と
断
定
す
る
に

は
至
ら
な
い
が
、
詩
に
お
い
て
阮
籍
、
嵆
康
に
は
言
及
し
て
い
る
が
王
戎
に
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
推
測
は
許
さ

れ
る
だ
ろ
う
。

次
の
「
翰
林
の
張
四
學
士
に
贈
る
」
は
、「
山
陽
會
」
と
言
う
と
こ
ろ
か
ら
、「
竹
林
の
游
」
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ

と
思
わ
れ
る
。
部
分
の
み
挙
げ
る
。

万
一
あ
な
た
が
我
々
が
集
っ
た
山
陽
の
会
の
こ
と
を
思
う
の
な
ら
、
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こ
の
悲
し
い
歌
を
聴
い
て
く
だ
さ
い）
11
（

。

こ
の
詩
は
、
翰
林
学
士
で
あ
っ
た
張
垍
に
贈
っ
た
詩
で
あ
る
。
張
垍
た
ち
と
交
遊
し
た
こ
と
を
「
山
陽
の
会
」
と
し
て
表
現
し
て
い

る
。
交
遊
の
親
密
さ
を
言
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
さ
ら
に
自
分
（
杜
甫
）
は
、「
竹
林
七
賢
」
と
同
じ
よ
う
な
属
性
を
持
っ
た

人
物
で
あ
る
と
い
う
仮
託
が
見
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

小
論
で
は
、
杜
甫
の
詩
に
見
ら
れ
る
「
竹
林
七
賢
」
へ
の
言
及
を
見
て
き
た
。
こ
こ
で
、
杜
甫
が
ど
の
よ
う
に
「
竹
林
七
賢
」
を
捉

え
て
い
た
の
か
、
ま
と
め
て
お
く
。

ま
ず
、「
竹
林
七
賢
」
と
い
う
語
で
の
言
及
は
見
当
た
ら
ず
、
そ
れ
に
近
い
も
の
と
し
て
「
山
陽
」
を
用
い
た
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る

が
、
そ
の
場
合
、「
竹
林
七
賢
」
は
そ
の
超
俗
性
を
詠
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
友
人
と
の
交
遊
に
比
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
肯
定
的
な

評
価
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
言
及
の
数
の
多
さ
と
し
て
阮
籍
、
嵆
康
が
突
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
の
知
名
度
や
作
品
の
数
な
ど
か
ら
し
て
妥
当
な
も
の

と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
詠
わ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
は
阮
籍
と
嵆
康
で
差
異
が
見
ら
れ
た
。
阮
籍
は
、
そ
の
「
途
窮
」
の
逸
話
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
志
を
果
た
せ
ぬ
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
度
々
現
れ
る
。
そ
の
志
を
果
た
す
こ
と
の
で
き
な
い
原
因
は
、
外
在
的
な
も
の
で
あ
り
、

杜
甫
の
自
身
の
外
在
的
な
要
因
に
よ
る
志
を
果
た
せ
ぬ
思
い
を
阮
籍
に
託
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
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そ
れ
に
対
し
て
嵆
康
は
、
そ
の
怠
惰
や
思
っ
た
こ
と
を
口
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
属
性
が
挙
げ
ら
れ
、
阮
籍
と
同
じ
よ
う
に
志
を
果

た
せ
ぬ
人
物
だ
が
、
そ
れ
は
内
在
的
な
原
因
に
よ
る
と
い
う
解
釈
が
な
さ
れ
、
杜
甫
も
自
身
の
不
遇
を
嵆
康
と
同
じ
よ
う
に
内
在
的
な

原
因
を
挙
げ
て
示
し
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
、

外
在
的
な
原
因
に
よ
っ
て
志
を
果
た
せ
ぬ
人
物
＝
阮
籍

内
在
的
な
原
因
に
よ
っ
て
志
を
果
た
せ
ぬ
人
物
＝
嵆
康

と
い
う
杜
甫
の
二
人
の
人
物
に
対
す
る
認
識
が
読
み
取
れ
る
。

そ
し
て
、
阮
咸
、
山
濤
に
つ
い
て
の
言
及
で
は
、
一
定
の
評
価
を
下
し
つ
つ
も
、
そ
れ
は
叔
父
、
甥
の
関
係
と
し
て
阮
籍
に
、
劇
的

な
友
情
関
係
と
し
て
嵆
康
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
言
及
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
を
積
極
的
に
用
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

王
戎
、
劉
伶
、
向
秀
に
関
し
て
は
言
及
が
見
当
た
ら
ず
、
判
断
を
下
せ
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
阮
籍
、
嵆
康
理
解
、
阮
咸
、
山
濤
に

対
す
る
言
及
の
さ
れ
方
か
ら
推
し
量
る
に
、
三
名
に
対
し
て
は
、
特
に
取
り
上
げ
る
ほ
ど
の
興
味
を
抱
か
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

杜
甫
の
関
心
は
、
阮
籍
、
嵆
康
の
二
人
に
集
中
し
て
お
り
、
小
論
は
純
然
た
る
「
七
賢
観
」
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
杜
甫
は
「
山
陽
」
と
い
う
語
で
、「
竹
林
の
游
」
に
言
及
し
、
阮
籍
、
嵆
康
以
外
に
も
阮
咸
、
山
濤
に
も
言
及
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、「
竹
林
七
賢
」
と
い
う
概
念
を
、
杜
甫
が
有
し
て
い
た
の
は
確
実
と
思
わ
れ
る
。「
竹
林
七
賢
」
と
し
て
の
七
人
を
認
識
し
て
い
な

が
ら
、
関
心
を
二
人
に
集
中
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
そ
の
他
の
五
人
は
杜
甫
に
と
っ
て
重
要
な
存
在
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
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杜
甫
の
「
竹
林
七
賢
」
理
解
と
は
、
彼
ら
は
俗
世
を
超
越
し
た
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
も
の
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。「
竹
林
七
賢
」

か
ら
離
れ
た
と
き
に
、
阮
籍
、
嵆
康
の
そ
の
志
を
果
た
せ
な
か
っ
た
と
い
う
個
々
の
属
性
が
現
れ
る
。
こ
の
二
人
は
、
杜
甫
が
自
身
の

不
遇
と
い
う
状
況
を
表
現
し
、
さ
ら
に
は
そ
れ
に
意
識
的
に
近
づ
こ
う
と
す
る
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

注
（
（
）　

杜
甫
の
詩
の
引
用
は
、
全
て
仇
兆
鰲
注
『
杜
詩
詳
注
』（
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
七
九
年
一
〇
月
、
第
一
版
）
を
使
用
す
る
。
な
お
、
引

用
は
拙
訳
に
て
示
し
、
原
文
を
注
で
示
す
。

（
（
）　

原
文
「
將
期
一
諾
重
、
欻
使
寸
心
傾
。
君
見
途
窮
哭
、
宜
憂
阮
步
兵
。」（
前
掲
書
、
一
一
二
頁
）。

（
（
）　

後
藤
秋
正
氏
「『
窮
途
』
補
記
：
詩
語
の
イ
メ
ー
ジ
」（『
北
海
道
教
育
大
学
紀
要
』
人
文
科
学
・
社
会
科
学
編
、
五
三
巻
一
号
、
二
〇
〇
二

年
九
月
、
二
七
～
四
二
頁
）
二
八
頁
。

（
（
）　

前
掲
論
文
、
二
九
頁
参
照
。

（
（
）　

原
文
「
物
故
不
可
論
、
途
窮
能
無
慟
」（
蕭
統
『
文
選
』
成
都
、
中
華
書
局
、
一
九
八
一
年
七
月
、
第
一
版
、
三
〇
三
頁
）。

（
（
）　

原
文
「
時
率
意
獨
駕
、
不
由
徑
路
、
車
跡
所
窮
、
輒
慟
哭
而
反
」（
房
玄
齡
等
撰
『
晋
書
』、
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
七
四
年
一
一
月
、
第

一
版
、
一
三
六
一
頁
）。

（
（
）　

原
文
「
使
者
求
顏
闔
、
諸
公
厭
禰
衡
。」（
仇　

前
掲
書
、
一
一
一
頁
）。

（
（
）　

原
文
「
多
病
馬
卿
無
日
起
、
窮
途
阮
籍
幾
時
醒
。」（
前
掲
書
、
一
七
八
三
頁
）。

（
（
）　

原
文
「
上
古
葛
天
民
、
不
貽
黃
屋
憂
。
至
今
阮
籍
等
、
熟
醉
為
身
謀
。」（
前
掲
書
、
二
九
七
～
二
九
八
頁
）。

（
（0
）　

原
文
「
籍
本
有
濟
世
志
、
屬
魏
晉
之
際
、
天
下
多
故
、
名
士
少
有
全
者
、
籍
由
是
不
與
世
事
、
遂
酣
飲
為
常
」（
房　

前
掲
書
、
一
三
六
〇

頁
）。

（
（（
）　

原
文
「
茫
然
阮
籍
途
、
更
灑
楊
朱
泣
。」（
仇　

前
掲
書
、
九
五
五
頁
）。

（
（（
）　

原
文
「
蒼
茫
步
兵
哭
、
展
轉
仲
宣
哀
。」（
前
掲
書
、
一
九
〇
六
頁
）。
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（
（（
）　

王
粲
「
七
哀
詩
、
二
首
」
其
一
に
「
西
京
亂
無
象
、
豺
虎
方
遘
患
。
復
棄
中
國
去
、
遠
身
適
荊
蠻
」
と
あ
る
（
蕭　

前
掲
書
、
三
二
九
頁
）。

（
（（
）　

原
文
「
阮
籍
行
多
興
、
龐
公
隱
不
還
」（
仇　

前
掲
書
、
五
八
五
頁
）。

（
（（
）　

原
文
「
籍
又
能
為
青
白
眼
、
見
禮
俗
之
士
、
以
白
眼
對
之
」（
房　

前
掲
書
、
一
三
六
一
頁
）。

（
（（
）　

原
文
「
赤
眉
猶
世
亂
、
青
眼
只
途
窮
。
傳
語
桃
源
客
、
人
今
出
處
同
」（
仇　

前
掲
書
、
一
六
八
二
頁
）。

（
（（
）　

原
文
「
青
眼
高
歌
望
吾
子
、
眼
中
之
人
吾
老
矣
」（
前
掲
書
、
一
八
八
六
頁
）。

（
（（
）　

見
ら
れ
た
例
は
以
下
の
通
り
。「
飲
中
八
仙
歌
」
の
「
宗
之
蕭
灑
美
少
年
、
舉
觴
白
眼
望
青
天
」（
前
掲
書
、
八
三
頁
）。「
秦
州
に
て
敕
目
を

見
る
に
、
薛
三
璩
は
司
議
郎
を
授
け
ら
れ
、
畢
四
曜
は
監
察
に
除
せ
ら
る
。
二
子
と
故
有
り
、
遠
く
遷
官
を
喜
び
、
兼
ね
て
索
居
を
述
ぶ
、
凡

そ
三
十
韻
」
の
「
別
來
頭
併
白
、
相
見
眼
終
青
」（
前
掲
書
、
六
三
三
頁
）。

（
（（
）　

原
文
「
謝
安
不
倦
登
臨
費
、
阮
籍
焉
知
禮
法
疏
。
枉
沐
旌
麾
出
城
府
、
草
茅
無
徑
欲
教
鋤
」（
前
掲
書
、
八
八
七
頁
）。

（
（0
）　

原
文
「
興
發
會
能
馳
駿
馬
」（
彭
定
求
等
奉
勅
撰
『
全
唐
詩
』、
北
京
、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
三
年
七
月
、
第
一
版
第
七
刷
、
第
八
冊

二
九
〇
七
頁
。

（
（（
）　

原
文
「
出
號
江
城
黑
、
題
詩
蠟
炬
紅
。
此
身
醒
復
醉
、
不
擬
哭
途
窮
」（
仇　

前
掲
書
、
一
〇
一
七
頁
）。

（
（（
）　

原
文
「
昭
代
將
垂
白
、
途
窮
乃
叫
閽
。
氣
衝
星
象
表
、
詞
感
帝
王
尊
」（
前
掲
書
、
一
三
〇
頁
）。

（
（（
）　

原
文
「
幾
年
春
草
歇
、
今
日
暮
途
窮
。
軍
事
留
孫
楚
、
行
間
識
呂
蒙
。
防
身
一
長
劍
、
將
欲
倚
崆
峒
」（
前
掲
書
、
一
九
二
頁
）。

（
（（
）　

同
様
に
阮
籍
か
ら
離
れ
、
熟
語
と
し
て
の
「
途
窮
」
の
用
例
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
戦
乱
に
よ
る
交
通
の
不
便
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る

「
地
隅
」
の
「
江
漢
山
重
阻
、
風
雲
地
一
隅
。
年
年
非
故
物
、
處
處
是
窮
途
。」（
前
掲
書
、
二
〇
三
〇
～
二
〇
三
一
頁
）。
金
銭
に
お
け
る
困
窮

の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
「
率
府
の
程
錄
事
が
鄉
に
還
る
を
送
る
」
の
「
內
愧
突
不
黔
、
庶
羞
以
賙
給
。
素
絲
挈
長
魚
、
碧
酒
隨
玉
粒
。
途
窮
見

交
態
、
世
梗
悲
路
澀
」（
前
掲
書
、
三
四
四
頁
）、「
客
夜
」
の
「
計
拙
無
衣
食
、
途
窮
仗
友
生
」（
前
掲
書
、
九
三
一
～
九
三
二
頁
）。
ま
た
、

「
老
い
」
と
い
う
要
素
が
加
え
ら
れ
た
「
嚴
侍
郎
を
送
り
て
綿
州
に
到
り
、
同
じ
く
杜
使
君
の
江
樓
に
登
り
て
宴
す
」
の
「
窮
途
衰
謝
意
、
苦

調
短
長
吟
」（
前
掲
書
、
九
一
五
頁
）、「
立
秋
雨
る
、
院
中
に
て
作
有
り
」
の
「
窮
途
愧
知
己
、
暮
齒
借
前
籌
」（
前
掲
書
、
一
一
六
九
頁
）。

「
窮
乏
」「
老
い
」
が
合
わ
せ
て
描
か
れ
る
「
暮
秋
將
に
秦
に
歸
ら
ん
と
す
、
湖
南
の
幕
府
の
親
友
に
留
別
す
」
の
「
途
窮
那
免
哭
、
身
老
不
禁

愁
」（
前
掲
書
、
二
〇
八
九
頁
）。
子
供
に
と
っ
て
の
旅
路
の
こ
と
を
指
す
「
閬
州
自
り
妻
子
を
領
し
卻
り
て
蜀
に
赴
か
ん
と
山
行
す
、
三
首
」

其
三
の
「
僕
夫
穿
竹
語
、
稚
子
入
雲
呼
。
轉
石
驚
魑
魅
、
抨
弓
落
狖
鼯
。
真
供
一
笑
樂
、
似
欲
慰
窮
途
」（
前
掲
書
、
一
一
〇
三
頁
）。
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（
（（
）　

原
文
「
將
軍
畫
善
蓋
有
神
、
偶
逢
佳
士
亦
寫
真
。
卽
今
漂
泊
干
戈
際
、
屢
貌
尋
常
行
路
人
。
途
窮
反
遭
俗
眼
白
、
世
上
未
有
如
公
貧
。
但
看

古
來
盛
名
下
、
終
日
坎
壈
纏
其
身
」（
前
掲
書
、
一
一
五
一
頁
）。

（
（（
）　

張
彦
遠
撰
『
歴
代
名
画
記
』（
叢
書
集
成
簡
編
、
台
北
、
台
湾
商
務
印
書
館
、
民
国
五
五
年
、
三
〇
二
頁
）
巻
九
に
「
曹
霸
、
魏
曹
髦
之

後
。
髦
畫
稱
于
後
代
。
霸
在
開
元
中
已
得
名
。
天
寶
末
、
每
詔
寫
御
馬
及
功
臣
。
官
至
左
武
衛
將
軍
」
と
あ
る
。

（
（（
）　

原
文
「
余
謂
此
詩
公
借
曹
覇
以
自
状
」
王
嗣
奭
撰
『
杜
臆
』（『
続
修
四
庫
全
書
』
上
海
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
五
年
、
三
月
、
影
印

本
、
一
三
〇
八
冊
、
四
九
一
頁
）。

（
（（
）　

李
昉
等
編
『
文
苑
英
華
』
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
九
五
年
二
月
、
第
四
刷
、
第
三
冊
一
七
五
八
頁
に
「
世
上
未
有
如
公
貧
」
は
一
に
「
他

富
至
今
我
徒
貧
」
に
作
る
と
あ
る
。

（
（（
）　

原
文
「
此
生
遭
聖
代
、
誰
分
哭
窮
途
。
臥
疾
淹
爲
客
、
蒙
恩
早
廁
儒
。
廷
爭
酬
造
化
、
樸
直
乞
江
湖
」（
仇　

前
掲
書
、
一
八
七
〇
頁
）。

（
（0
）　

原
文
「
途
中
非
阮
籍
、
查
上
似
張
騫
。」（
前
掲
書
、
一
七
一
三
頁
）。

（
（（
）　

原
文
「
無
處
覓
張
騫
」（
前
掲
書
、
九
七
一
頁
）。

（
（（
）　

原
文
「
寬
容
存
性
拙
、
剪
拂
念
途
窮
」（
前
掲
書
、
一
一
七
九
頁
）。

（
（（
）　

原
文
「
尊
榮
瞻
地
絕
、
疏
放
憶
途
窮
。
濁
酒
尋
陶
令
、
丹
砂
訪
葛
洪
。
江
湖
漂
短
褐
、
霜
雪
滿
飛
蓬
。
牢
落
乾
坤
大
、
周
流
道
術
空
」（
前

掲
書
、
六
八
～
六
九
頁
）。

（
（（
）　

原
文
「
然
嵇
志
遠
而
疏
、
呂
心
曠
而
放
」（
蕭　

前
掲
書
、
二
二
九
頁
）。

（
（（
）　

原
文
「
自
卜
已
審
、
若
道
盡
塗
窮
則
已
耳
」（
前
掲
書
、
六
〇
三
頁
）。

（
（（
）　

原
文
「
中
散
山
陽
鍛
、
愚
公
野
谷
村
。
寧
紆
長
者
轍
、
歸
老
任
乾
坤
」（
仇　

前
掲
書
、
六
七
頁
）。

（
（（
）　
「
嵆
康
伝
」
に
「
初
、
康
居
貧
、
嘗
與
向
秀
共
鍛
於
大
樹
之
下
、
以
自
贍
給
。
潁
川
鍾
會
、
貴
公
子
也
、
精
練
有
才
辯
、
故
往
造
焉
。
康
不

為
之
禮
、
而
鍛
不
輟
。
良
久
會
去
、
康
謂
曰
、
何
所
聞
而
來
。
何
所
見
而
去
。
會
曰
、
聞
所
聞
而
來
、
見
所
見
而
去
。
會
以
此
憾
之
」
と
あ
る

（
房　

前
掲
書
、
一
三
七
三
頁
）。

（
（（
）　

原
文
「
何
必
走
馬
來
爲
問
、
君
不
見
嵇
康
養
生
被
殺
戮
」（
仇　

前
掲
書
、
一
五
九
一
～
一
五
九
二
頁
）。

（
（（
）　

原
文
「
蟄
龍
三
冬
卧
、
老
鶴
萬
里
心
。
昔
時
賢
俊
人
、
未
遇
猶
視
今
。
嵇
康
不
得
死
、
孔
明
有
知
音
」（
前
掲
書
、
五
六
二
頁
）。

（
（0
）　

原
文
「
張
老
存
家
事
、
嵇
康
有
故
人
」（
前
掲
書
、
二
〇
五
二
頁
）。
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（
（（
）　

原
文
「
文
園
多
病
後
、
中
散
舊
交
疏
」（
前
掲
書
、
一
四
五
六
頁
）。

（
（（
）　

原
文
「
平
生
懶
拙
意
、
偶
值
棲
遁
跡
。
去
住
與
願
違
、
仰
慚
林
間
翮
」（
前
掲
書
、
七
〇
六
頁
）。

（
（（
）　

原
文
「
嗈
嗈
鳴
鴈
、
奮
翼
北
遊
。
順
時
而
動
、
得
意
忘
憂
。
嗟
我
憤
歎
、
曾
莫
能
儔
。
事
與
願
違
、
遘
茲
淹
留
。
窮
達
有
命
、
亦
又
何
求
」

（
蕭　

前
掲
書
、
三
二
八
頁
）。

（
（（
）　

嵆
康
の
詩
に
表
れ
る
「
飛
鳥
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
論
じ
た
も
の
に
、
興
膳
宏
氏
「
嵆
康
の
飛
翔
」（『
中
国
文
学
報
』
第
十
六
冊
、
一
九
六
二

年
、
一
～
二
八
頁
）
が
あ
る
。

（
（（
）　

原
文
「
疏
懶
爲
名
誤
、
驅
馳
喪
我
真
」（
仇　

前
掲
書
、
六
五
七
頁
）。

（
（（
）　

原
文
「
性
復
疏
嬾
、
筋
駑
肉
緩
、
頭
面
常
一
月
十
五
日
不
洗
、
不
大
悶
癢
、
不
能
沐
也
」（
蕭　

前
掲
書
、
六
〇
一
頁
）。

（
（（
）　

原
文
「
舊
諳
疏
懶
叔
、
須
汝
故
相
攜
」（
仇　

前
掲
書
、
六
二
九
頁
）。

（
（（
）　

原
文
「
東
柯
遂
疏
懶
、
休
鑷
鬢
毛
斑
」（
前
掲
書
、
五
八
五
頁
）。
な
お
、「
疏
懶
」
は
、
一
に
「
疏
放
」
に
作
る
が
、
ど
ち
ら
も
嵆
康
を
示

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
（（
）　

原
文
「
失
學
從
兒
懶
、
長
貧
任
婦
愁
。
百
年
渾
得
醉
、
一
月
不
梳
頭
」（
前
掲
書
、
八
八
三
頁
）。

（
（0
）　

原
文
「
懶
慢
頭
時
櫛
、
艱
難
帶
減
圍
」（
前
掲
書
、
一
七
八
二
頁
）。

（
（（
）　

原
文
「
簡
與
禮
相
背
、
嬾
與
慢
相
成
」（
蕭　

前
掲
書
、
六
〇
一
頁
）。

（
（（
）　

原
文
「
內
負
宿
心
、
外
恧
良
朋
」（
前
掲
書
、
三
二
八
頁
）。

（
（（
）　

原
文
「
予
獨
何
為
、
有
志
不
就
」（
前
掲
書
、
三
二
八
頁
）。

（
（（
）　
『
世
説
新
語
』「
徳
行
」
篇
に
「
晉
文
王
稱
阮
嗣
宗
至
慎
、
每
與
之
言
、
言
皆
玄
遠
、
未
嘗
臧
否
人
物
」
と
あ
る
（
劉
義
慶
撰
、
劉
孝
標
注
、

朱
鑄
禹
彙
校
集
注
『
世
説
新
語
彙
校
集
注
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
一
二
月
、
第
一
版
、
一
五
頁
）。

（
（（
）　

原
文
「
我
師
嵇
叔
夜
、
世
賢
張
子
房
。
柴
荊
寄
樂
土
、
鵬
路
觀
翱
翔
」（
仇　

前
掲
書
、
二
〇
七
一
～
二
〇
七
二
頁
）。

（
（（
）　

原
文
「
阮
嗣
宗
口
不
論
人
過
、
吾
每
師
之
、
而
未
能
及
」（
蕭　

前
掲
書
、
六
〇
二
頁
）。

（
（（
）　

原
文
「
從
來
禦
魑
魅
、
多
爲
才
名
誤
。
夫
子
嵇
阮
流
、
更
被
時
俗
惡
」（
仇　

前
掲
書
、
五
六
〇
頁
）。

（
（（
）　

原
文
「
許
與
才
雖
薄
、
追
隨
跡
未
拘
、
班
揚
名
甚
盛
、
嵇
阮
逸
相
須
」（
前
掲
書
、
一
一
九
一
頁
）。

（
（（
）　

原
文
「
百
年
見
存
歿
、
牢
落
吾
安
放
。
蕭
條
阮
咸
在
、
出
處
同
世
網
。
他
日
訪
江
樓
、
含
悽
述
飄
蕩
」（
前
掲
書
、
一
四
一
三
頁
）。
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杜甫の「竹林七賢」観

（
（0
）　

原
文
「
嗣
宗
諸
子
姪
、
早
覺
仲
容
賢
」（
前
掲
書
、
六
二
八
頁
）。
な
お
、「
嗣
宗
」
は
、
一
に
「
阮
宗
」
に
作
る
が
、
同
じ
く
阮
籍
を
指
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
（（
）　

原
文
「
出
守
吾
家
姪
、
殊
方
此
日
歡
。
自
須
遊
阮
舍
、
不
是
怕
湖
灘
」（
前
掲
書
、
一
二
二
四
頁
）。

（
（（
）　

原
文
「
陳
留
風
俗
衰
、
人
物
世
不
數
。
塞
上
得
阮
生
、
迥
繼
先
父
祖
」（
前
掲
書
、
五
四
四
頁
）。

（
（（
）　

原
文
「
明
白
山
濤
鑒
、
嫌
疑
陸
賈
裝
」（
前
掲
書
、
二
〇
五
六
頁
）。

（
（（
）　

原
文
「
范
雲
堪
結
友
、
嵇
紹
自
不
孤
」（
前
掲
書
、
二
〇
一
〇
頁
）。

（
（（
）　

原
文
「
巨
源
在
、
汝
不
孤
矣
」（
房　

前
掲
書
、
一
二
二
三
頁
）。

（
（（
）　

原
文
「
山
陽
無
俗
物
、
鄭
驛
正
留
賓
」（
仇　

前
掲
書
、
一
一
二
七
頁
）。

（
（（
）　

原
文
「
嵇
、
阮
、
山
、
劉
在
竹
林
酣
飲
、
王
戎
後
往
。
步
兵
曰
、
俗
物
已
復
來
敗
人
意
。
王
笑
曰
、
卿
輩
意
、
亦
復
可
敗
邪
」（
劉　

前
掲

書
、
六
五
二
頁
）。

（
（（
）　

原
文
「
儻
憶
山
陽
會
、
悲
歌
在
一
聽
」（
仇　

前
掲
書
、
一
〇
〇
頁
）。
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