
陶
淵
明
　
の
　
日
　
日

長
谷
川
　
滋
　
成

陶
淵
明
の
古
里
に
は
い
く
つ
か
の
説
が
あ
-
ま
す
が
、
今
は
淵
明
の
最
も
古
い
伝
記
に
記
さ
れ
て
い
る
尋
陽
と
し
て
お
き
ま
す
。

尋
陽
は
長
江
流
域
の
今
の
江
西
省
九
江
市
で
す
。
そ
の
南
に
は
有
名
な
腹
山
連
峰
が
寧
え
て
い
ま
す
。
淵
明
が
生
ま
れ
た
の
は
西
暦

三
六
五
年
で
、
四
二
七
年
に
数
え
年
六
三
歳
で
亡
-
な
っ
て
い
ま
す
。
王
朝
で
言
い
ま
す
と
'
東
晋
王
朝
で
す
が
へ
淵
明
五
六
歳
の

時
に
不
達
に
も
東
晋
は
滅
ぼ
さ
れ
、
続
い
て
束
晋
を
滅
ぼ
し
た
劉
宋
王
朝
が
始
ま
-
ま
す
。
淵
明
は
以
後
死
ぬ
ま
で
の
七
年
間
へ
屈

辱
的
な
こ
と
で
す
が
,
生
ま
れ
た
国
を
滅
ぼ
し
た
敵
国
の
民
と
な
る
こ
と
に
な
-
ま
す
。
淵
明
の
生
き
た
時
代
は
日
本
で
い
え
ば
'

弥
生
時
代
と
飛
鳥
時
代
の
間
の
古
墳
時
代
で
、
今
か
ら
千
六
百
年
前
に
な
-
、
結
構
昔
の
人
で
す
。
淵
明
が
亡
-
な
っ
た
の
が
数
え

の
六
三
、
今
年
私
は
蒲
の
六
三
に
な
-
ま
し
た
。

こ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
と
'
淵
明
は
日
日
を
ど
う
過
ご
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
て
、
今
日
は
時
間
を
与
え
ら
れ

ま
し
た
の
で
、
淵
明
の
残
し
ま
し
た
作
品
を
拾
い
な
が
ら
へ
六
三
年
間
ど
ん
な
日
日
を
送
っ
て
い
た
の
か
、
そ
の
一
端
を
お
話
し
て

み
よ
う
、
と
い
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。
私
の
こ
と
で
す
か
ら
講
演
は
よ
う
し
ま
せ
ん
の
で
、
お
気
軽
に
聞
き
流
し
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

私
の
話
よ
り
も
分
か
り
や
す
い
も
の
を
二
つ
持
っ
て
来
ま
し
た
の
で
'
初
め
に
皆
さ
ん
に
見
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。

一
つ
は
淵
明
の
肖
像
画
で
す
。
こ
れ
ま
で
私
は
淵
明
の
肖
像
画
を
何
枚
か
見
ま
し
た
が
、
み
な
老
人
の
も
の
で
若
い
時
の
は
見
た



こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
今
日
持
っ
て
来
ま
し
た
の
は
私
が
R
l
H
も
気
に
入
っ
て
い
る
も
の
で
、
明
の
周
位
の
作
で
「
淵
明
逸
致
」
と
い

ぅ
題
が
付
い
て
い
ま
す
。
「
逸
致
」
と
は
優
れ
た
趣
き
と
い
う
意
味
で
す
が
、
「
逸
」
は
逸
脱
の
逸
で
常
識
か
ら
外
れ
て
,
優
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
酔
っ
払
っ
た
淵
明
が
脇
か
ら
支
え
ら
れ
て
い
る
肖
像
で
す
が
、
そ
の
風
体
を
見
な
が
ら
、
ど
こ
が
常
識
か
ら

外
れ
て
い
る
の
か
ご
覧
-
だ
さ
い
。
そ
の
風
体
は
恥
ず
か
し
な
が
ら
ま
さ
に
私
の
風
体
で
す
。

も
う
一
つ
は
写
真
で
す
。
付
等
を
二
か
所
挟
ん
で
お
き
ま
す
が
'
そ
れ
は
淵
明
が
生
活
し
た
場
だ
と
伝
え
ら
れ
る
、
現
在
の
写
真

で
す
。
小
さ
い
写
真
で
す
が
、
一
枚
は
棚
田
の
田
園
風
景
で
、
田
園
の
向
こ
う
に
見
え
る
の
が
先
程
言
い
ま
し
た
庇
山
連
峰
で
、
今

日
の
話
の
終
わ
り
に
出
て
き
ま
す
。
た
だ
こ
の
写
真
は
庄
山
連
峰
の
東
側
の
田
園
風
景
で
、
淵
明
が
住
み
耕
し
て
い
た
庇
山
連
峰
の

南
側
と
は
違
い
ま
す
が
、
似
て
い
る
だ
ろ
う
と
は
思
い
ま
す
。
も
う
一
枚
は
夕
日
が
西
に
沈
む
農
村
の
風
景
で
、
暗
い
画
面
で
す
が
,

よ
く
見
る
と
二
・
三
の
家
と
牛
が
一
頭
見
え
ま
す
。
家
の
造
-
は
現
在
の
も
の
で
す
が
、
淵
明
の
時
代
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
、
想
像

し
て
眺
め
て
-
だ
さ
い
。
な
お
へ
こ
の
写
真
は
山
口
直
樹
さ
ん
と
い
う
人
が
撮
影
し
た
も
の
で
'
山
口
さ
ん
は
今
か
ら
二
十
年
前
の

1
九
八
〇
年
か
ら
中
国
の
写
真
を
取
-
続
け
へ
こ
れ
ま
で
に
三
十
数
回
、
日
数
に
し
て
千
二
百
日
余
り
、
ス
タ
ッ
フ
な
し
の
た
っ
た

1
人
で
、
舗
装
も
し
て
な
い
凸
凹
道
や
上
-
下
-
の
坂
道
を
、
五
十
崇
以
上
の
機
材
を
背
負
い
、
欲
し
い
風
景
を
撮
る
た
め
に
、
1

か
所
に
一
週
間
も
十
日
間
も
'
雨
が
降
っ
て
も
日
が
照
っ
て
も
'
テ
ン
-
の
中
で
待
つ
と
い
う
'
自
称
「
中
国
の
文
学
・
歴
史
を
テ
ー

マ
と
す
る
風
景
写
真
家
」
　
で
す
。

と
こ
ろ
で
皆
さ
ん
の
中
に
は
'
淵
明
と
言
え
ば
酒
、
朝
か
ら
晩
ま
で
酒
浸
た
-
の
飲
兵
衛
で
'
家
の
周
り
に
菊
を
植
え
て
眺
め
へ

何
不
自
由
な
-
楽
し
-
、
日
日
の
ん
ぴ
-
と
過
ご
し
た
、
幸
せ
な
お
爺
い
ち
ゃ
ん
で
'
自
分
も
そ
ん
な
日
日
を
送
っ
た
み
た
い
、
と

思
っ
て
い
る
人
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
思
い
ま
す
が
い
か
が
で
す
か
。
そ
ん
な
日
日
な
ら
ば
私
も
送
っ
て
見
た
い
と

思
い
ま
す
が
'
人
間
っ
て
そ
ん
な
美
味
し
い
日
日
を
送
れ
る
よ
う
に
は
で
き
て
い
な
い
よ
う
で
す
。



さ
て
,
淵
明
は
六
三
歳
で
亡
-
な
り
ま
す
が
、
ご
存
じ
の
よ
う
に
「
帰
-
な
ん
い
ざ
、
田
園
将
に
薫
れ
ん
と
す
'
胡
ぞ
帰
ら
ざ
る
」

と
い
う
言
葉
を
残
し
て
、
役
人
か
ら
足
を
洗
い
、
田
園
に
帰
-
ま
す
。
そ
れ
は
淵
明
四
一
歳
の
十
一
月
の
こ
と
で
す
。
淵
明
は
二
九

歳
で
始
め
て
役
人
に
な
り
ま
す
が
、
二
九
歳
か
ら
四
一
歳
ま
で
の
十
三
年
間
に
五
回
役
人
を
変
え
ま
す
。
し
か
し
ど
の
役
人
も
長
続

き
せ
ず
'
辞
め
て
古
里
に
帰
り
t
 
L
ば
ら
-
し
て
ま
た
役
人
に
な
り
、
辞
め
て
ま
た
古
里
に
帰
る
'
そ
れ
を
繰
り
返
し
て
い
ま
し
た
。

古
里
に
近
い
彰
沢
県
の
知
事
に
な
っ
た
の
は
、
最
後
の
五
回
目
の
こ
と
で
、
「
帰
-
な
ん
い
ざ
、
田
園
将
に
薫
れ
ん
と
す
、
胡
ぞ
帰

ら
ざ
る
」
と
言
っ
た
の
は
'
彰
沢
県
の
知
事
を
辞
め
、
田
園
に
帰
る
時
の
言
葉
で
す
。
知
事
と
言
っ
て
も
日
本
の
知
事
と
は
違
っ
て
、

そ
の
地
位
は
低
-
淵
明
は
「
小
さ
な
村
」
の
役
人
と
言
っ
て
い
ま
す
。
生
涯
五
十
年
そ
こ
そ
こ
の
こ
の
時
代
へ
淵
明
は
働
き
盛
り
の

三
十
歳
代
の
日
日
を
、
何
を
考
え
て
送
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

淵
明
の
詩
文
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
は
一
五
四
篇
で
す
が
、
四
一
歳
以
前
に
役
人
を
し
て
い
た
時
の
詩
と
、
四
1
歳
以
後
に
古
里

に
住
ん
で
い
た
時
の
詩
を
読
み
比
べ
ま
す
と
、
前
者
の
詩
で
は
役
人
に
な
っ
た
の
は
本
心
で
は
な
い
と
後
悔
し
、
一
時
も
早
-
辞
め

て
古
里
に
帰
り
た
い
と
言
い
、
後
者
の
詩
で
は
自
然
に
身
を
預
け
自
分
の
生
き
方
に
思
い
を
巡
ら
せ
て
い
ま
す
。
淵
明
は
役
人
の
日

日
は
決
し
て
楽
し
い
と
言
っ
て
は
い
ま
せ
ん
o
な
ら
ば
な
ぜ
十
三
年
間
に
五
回
も
役
人
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
-
1
言
で
言
え
ば

貧
乏
か
ら
抜
け
出
る
た
め
だ
っ
た
で
す
。
淵
明
は
貧
乏
で
し
た
。
貧
乏
と
い
う
よ
-
も
貧
窮
で
し
た
。
貧
窮
か
ら
抜
け
出
る
た
め

だ
っ
た
の
で
す
。
淵
明
の
詩
文
に
は
貧
の
字
が
一
八
回
へ
窮
の
字
が
二
六
回
使
わ
れ
ま
す
が
、
貧
と
は
金
銭
や
衣
食
住
が
少
な
い
こ

と
、
窮
と
は
そ
れ
が
全
-
な
い
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
淵
明
は
二
九
歳
の
時
に
始
め
て
役
人
に
な
-
ま
す
が
、
役
人
に
な
る
理
由
を

「
立
年
(
三
十
歳
の
こ
と
)
に
な
ろ
う
と
す
る
と
き
、
末
を
棄
て
て
始
め
て
役
人
に
な
っ
た
の
は
、
凍
え
や
寧
乙
が
己
れ
に
纏
わ
り

つ
き
、
昔
か
ら
の
長
い
飢
え
に
苦
し
み
へ
生
活
に
節
度
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
だ
」
(
「
飲
酒
二
十
首
」
其
の
十
九
)
と
言
い
、
貧

窮
か
ら
抜
け
出
て
'
生
活
の
節
度
を
得
る
た
め
に
、
役
人
に
な
っ
た
と
言
い
ま
す
。
役
人
に
な
れ
ば
貧
窮
か
ら
抜
け
出
て
'
生
活
の

節
度
も
得
ら
れ
た
は
ず
な
の
に
、
役
人
生
活
は
長
続
き
せ
ず
、
辞
め
て
古
里
に
帰
っ
て
来
ま
す
。
役
人
を
辞
め
る
理
由
、
そ
の
理
由



は
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
役
人
と
い
う
仕
事
は
淵
明
の
本
心
に
合
わ
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
古
里
に
帰
っ
て
来
れ
ば
元
の
木
阿

弥
で
'
ま
た
貧
窮
に
な
り
ま
す
。
こ
ん
な
事
を
五
回
も
繰
-
返
し
た
の
が
、
二
九
歳
か
ら
四
一
歳
ま
で
の
'
働
き
盛
-
の
三
十
代
の

日
日
だ
っ
た
の
で
す
。

淵
明
の
貧
窮
は
半
端
で
は
あ
-
ま
せ
ん
。
製
作
時
期
不
明
の
詩
に
「
若
-
し
て
わ
が
家
は
貧
乏
神
に
逢
い
、
年
老
い
て
一
段
と
飢

え
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
、
萩
や
麦
が
実
に
羨
ま
し
-
て
な
ら
ず
、
ご
馳
走
に
預
か
ろ
う
と
は
思
い
も
し
な
い
、
月
に
九
度
し
か
食
べ

ら
れ
な
い
ほ
ど
飢
え
'
暑
い
と
き
で
も
冬
着
を
着
て
い
や
に
な
る
」
(
「
会
る
こ
と
有
り
て
作
る
」
)
と
言
い
、
若
い
時
か
ら
老
い
る

ま
で
、
生
涯
貧
窮
だ
っ
た
の
で
す
。
淵
明
の
自
叙
伝
「
五
柳
先
生
の
伝
」
に
は
、
自
分
の
衣
食
住
に
つ
い
て
、
衣
は
「
貧
弱
な
衣
服

は
穴
が
開
き
破
れ
を
縫
う
」
、
食
は
「
粗
末
な
食
器
は
し
ば
し
ば
空
で
あ
る
」
、
住
は
「
狭
-
貧
し
い
家
は
ひ
っ
そ
り
と
し
て
、
風
や

日
の
光
が
し
の
げ
な
い
」
と
あ
-
ま
す
。
生
涯
こ
の
貧
窮
が
続
い
た
の
で
す
が
へ
淵
明
は
こ
う
し
た
衣
食
住
を
自
ら
「
妾
如
た
り
」
、

つ
ま
-
安
ら
か
で
平
然
と
受
け
止
め
て
い
る
の
だ
、
言
う
の
で
す
。

金
銭
に
関
し
て
は
「
五
柳
先
生
の
伝
」
に
は
何
も
言
い
ま
せ
ん
が
、
別
の
詩
に
「
子
供
は
い
る
が
お
金
は
残
さ
な
い
、
死
後
の
事

は
心
配
無
用
」
(
「
雑
詩
十
二
首
」
其
の
六
)
と
子
供
に
は
お
金
を
残
さ
な
い
と
格
好
い
い
こ
と
を
言
い
ま
す
が
、
実
の
所
は
残
そ
う

に
も
残
す
お
金
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
淵
明
に
は
「
乞
食
」
と
い
う
変
な
題
の
詩
が
あ
-
ま
す
。
そ
れ
は
「
飢
え
が
襲
っ
て
き
て
私

を
駆
り
立
て
る
が
、
ど
こ
へ
行
け
ば
い
い
か
分
か
ら
な
い
、
歩
き
に
歩
い
て
こ
の
村
里
に
や
っ
て
来
て
、
門
を
叩
い
て
も
う
ま
く
言

葉
が
出
な
い
」
で
始
ま
る
も
の
で
'
以
下
省
略
し
ま
す
が
、
食
べ
物
を
請
い
求
め
る
詩
で
す
。

端
か
ら
見
ま
す
と
、
淵
明
と
い
う
男
は
だ
ら
し
な
い
、
ち
ゃ
ん
と
し
ろ
、
女
房
や
子
供
も
い
る
の
に
、
本
心
に
合
わ
な
い
と
は
何

事
だ
、
と
思
い
た
-
な
り
ま
す
。
淵
明
は
日
日
貧
窮
だ
っ
た
の
に
、
貧
窮
を
恥
ず
べ
き
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
な
か
っ
た
風
が
あ
り
ま

す
。
と
言
い
ま
す
の
は
、
淵
明
に
は
「
貧
士
を
詠
ず
」
と
い
う
七
首
連
作
の
詩
が
あ
-
ま
す
。
淵
明
は
「
貧
士
」
と
言
っ
て
「
貧
者
」

と
は
言
い
ま
せ
ん
。
「
貧
士
」
と
「
貧
者
」
は
違
い
ま
す
。
「
貧
者
」
は
単
な
る
貧
乏
人
で
す
が
へ
「
貧
士
」
は
「
貧
で
あ
っ
て
道
を



楽
し
む
」
(
『
論
語
』
学
而
)
者
で
あ
り
'
「
貧
は
士
に
は
通
常
の
状
態
で
あ
る
」
(
『
列
子
』
天
瑞
)
へ
「
貧
は
士
に
は
ふ
さ
わ
し
い
こ

と
で
、
卑
し
い
こ
と
で
は
な
い
」
(
『
後
漢
書
』
巻
八
l
苑
式
伝
)
と
あ
る
よ
う
に
、
貧
は
士
に
は
付
き
物
な
の
で
す
。
学
問
や
人
格

の
あ
る
男
子
が
「
士
」
な
の
で
す
。
淵
明
は
自
分
は
「
士
」
'
つ
ま
-
学
問
や
人
格
の
あ
る
男
子
だ
と
思
い
、
貧
窮
は
恥
ず
べ
き
こ

と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
誇
-
に
さ
え
思
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。
因
み
に
「
五
柳
先
生
の
伝
」
に
「
粗
末
な
食
器
は
し

ば
し
ば
空
で
あ
る
」
と
あ
り
ま
し
た
が
'
そ
れ
は
実
は
淵
明
以
前
に
孔
子
の
弟
子
七
十
人
中
'
貧
窮
を
憂
え
ず
逆
に
楽
し
み
と
し
た

顔
回
が
い
た
の
で
す
。
顔
回
は
紛
れ
も
な
-
「
士
」
で
す
。
ま
た
「
五
柳
先
生
」
が
貧
窮
を
「
妾
如
」
と
し
て
受
け
止
め
て
い
た
の

も
、
実
は
淵
明
以
前
に
い
た
の
で
す
。
そ
の
人
は
吃
音
の
た
め
に
議
論
す
る
の
が
不
得
手
で
'
黙
々
と
思
慮
を
巡
ら
せ
、
沢
山
の
詩

文
や
著
書
を
著
し
た
'
前
浜
の
楊
雄
で
す
。
楊
雄
も
「
士
」
で
す
。
淵
明
は
自
分
も
貧
窮
を
貧
窮
と
し
な
か
っ
た
、
顔
回
や
楊
雄
と

同
じ
「
士
」
だ
と
、
自
分
に
言
い
聞
か
せ
て
い
た
の
で
す
。
だ
か
ら
貧
窮
は
恥
ず
べ
き
こ
と
で
は
な
く
む
し
ろ
誇
り
に
さ
え
思
っ

て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。

「
貧
士
を
詠
ず
七
首
」
の
其
の
一
の
最
後
の
四
句
に
「
自
分
の
力
を
考
え
て
こ
れ
ま
で
の
生
き
方
を
守
り
続
け
、
(
そ
の
た
め
に
衣

食
の
)
寒
さ
と
飢
え
に
付
き
ま
と
わ
れ
て
い
る
へ
(
こ
う
し
た
)
自
分
を
理
解
し
て
-
れ
る
者
が
い
な
い
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
よ
う

も
な
い
(
と
嘆
き
は
す
る
)
が
悲
し
む
こ
と
で
は
な
い
」
と
言
い
'
貧
窮
な
の
は
自
分
の
本
心
を
貫
い
た
せ
い
で
、
こ
の
世
に
理
解

者
が
い
な
く
て
も
悲
し
む
に
足
り
な
い
と
し
、
其
の
二
以
下
に
は
貧
を
守
っ
て
後
世
に
名
を
残
し
た
過
去
の
聖
人
賢
人
を
挙
げ
、
自

分
も
そ
の
聖
人
賢
人
の
仲
間
で
あ
る
と
自
負
す
る
の
で
す
。
つ
ま
-
自
分
を
過
去
の
「
貧
士
」
に
重
ね
て
、
自
分
の
貧
窮
を
価
値
づ

け
威
厳
を
持
た
せ
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
こ
れ
は
独
創
よ
-
も
伝
統
を
重
ん
じ
る
と
い
う
'
中
国
古
来
の
考
え
方
に
拠
る
も
の
だ
と

思
い
ま
す
。

な
お
「
貧
士
」
を
詩
題
に
す
る
の
は
、
淵
明
以
前
に
は
な
-
、
淵
明
が
最
初
の
よ
う
で
す
。

淵
明
の
文
学
、
淵
明
と
い
う
人
物
を
理
解
し
ょ
う
と
す
る
時
へ
私
は
「
貧
窮
」
の
字
が
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。



淵
明
が
何
か
事
を
起
こ
す
際
に
は
'
「
貧
窮
」
が
念
頭
に
あ
る
よ
う
に
思
う
か
ら
で
す
。

さ
て
'
先
程
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
淵
明
は
一
五
四
篇
の
詩
文
を
残
し
て
い
ま
す
が
、
淵
明
の
思
い
を
、
そ
れ
は
単
純
で
は
な
い

複
雑
な
思
い
な
の
で
す
が
へ
そ
れ
を
最
も
よ
-
表
し
て
い
る
の
は
、
彰
沢
県
の
知
事
を
辞
め
た
後
で
書
い
た
、
よ
く
ご
存
じ
の
「
棉

去
来
」
と
い
う
作
品
だ
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
は
序
文
が
付
い
て
お
-
、
そ
れ
ほ
ど
長
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

私
の
訳
を
読
ん
で
見
ま
す
。

私
は
家
が
貧
し
-
て
、
田
畑
の
仕
事
を
し
て
も
自
給
で
き
な
か
っ
た
。
小
さ
い
子
供
た
ち
は
部
屋
い
っ
ぱ
い
で
、
緋
に
は
貯
え
た

穀
物
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
生
き
て
い
-
た
め
の
糧
'
そ
れ
を
手
に
す
る
方
法
が
分
か
ら
ぬ
。
親
戚
や
故
人
は
私
に
役
人
に
な
る

よ
う
た
び
た
び
勧
め
て
-
れ
'
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
そ
う
し
よ
う
と
思
っ
た
が
、
そ
れ
を
か
な
え
る
手
だ
て
が
な
い
。
た
ま
た
ま
天
下

に
事
件
が
起
こ
と
諸
侯
が
金
品
や
情
愛
こ
そ
徳
が
あ
る
と
し
た
。
私
は
叔
父
に
貧
苦
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
か
-
て
小
さ
な
村
(
の

彰
沢
県
)
に
採
用
さ
れ
た
。
当
時
は
ま
だ
風
や
波
は
収
ま
ら
ず
、
遠
方
へ
の
任
務
は
い
や
で
あ
っ
た
。
彰
沢
は
わ
が
家
か
ら
百
里
の

所
に
あ
り
へ
知
事
用
の
田
圃
か
ら
あ
が
る
利
益
は
'
酒
を
造
る
の
に
申
し
分
な
い
。
だ
か
ら
す
ぐ
に
希
望
し
た
の
で
あ
る
。
数
日
の

ぅ
ち
に
、
帰
り
た
い
思
い
に
襲
わ
れ
た
。
と
い
う
の
は
あ
る
が
ま
ま
の
性
質
は
、
こ
れ
を
矯
め
て
世
の
事
に
励
む
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
も
の
で
は
な
い
。
飢
え
と
凍
え
と
は
確
か
に
き
び
し
い
が
、
わ
が
本
心
に
背
け
ば
あ
れ
も
こ
れ
も
病
む
こ
と
に
な
る
。
か
つ
て

世
の
事
に
か
か
わ
っ
た
の
は
'
ま
っ
た
-
口
や
腹
に
使
役
さ
れ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
が
っ
-
-
き
て
嘆
き
傷
み
、
平
素

か
ら
の
志
に
探
-
恥
じ
入
る
の
で
あ
る
。
そ
う
思
い
な
が
ら
心
に
期
し
て
い
た
の
は
、
l
年
後
に
は
身
じ
た
く
を
準
え
て
夜
の
う
ち

に
帰
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
。
ま
も
な
-
し
て
程
氏
に
嫁
い
だ
妹
が
武
昌
で
亡
-
な
り
、
急
い
で
行
き
た
い
気
持
ち
に
駆
ら
れ
,

自
分
か
ら
辞
め
て
職
を
去
っ
た
。
仲
秋
八
月
か
ら
冬
の
間
へ
官
に
い
た
の
は
八
十
日
ば
か
-
。
妹
の
死
が
も
と
で
心
の
動
い
た
ま
で
。

こ
の
序
文
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
彰
沢
県
の
知
事
に
な
る
ま
で
の
経
緯
、
知
事
に
な
っ
て
か
ら
の
心
境
へ
知
事
を
辞
職
す
る
理

由
の
三
つ
で
す
が
、
そ
れ
は
淵
明
の
掛
け
値
な
し
の
、
偽
ら
ざ
る
正
直
な
告
白
だ
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
-
、
田
畑
の
仕
事
で
は
貧
窮



か
ら
抜
け
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
父
と
し
て
子
供
を
養
う
義
務
が
あ
る
こ
と
へ
し
か
し
自
力
で
生
活
費
を
稼
ぐ
こ
と
が
で
き

な
い
こ
と
、
国
の
混
乱
に
巻
き
込
ま
れ
た
く
な
-
、
家
族
と
一
緒
に
い
た
い
こ
と
'
酒
米
を
作
-
好
き
な
酒
が
飲
め
る
こ
と
、
自
分

が
信
条
と
す
る
「
あ
る
が
ま
ま
の
性
質
」
「
わ
が
本
心
」
「
平
素
か
ら
の
志
」
に
は
背
-
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
辞
職
は
早
く
か
ら

決
め
て
い
た
こ
と
、
妹
の
詩
が
辞
職
の
引
き
金
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
で
す
。
こ
の
序
文
に
は
あ
-
ま
せ
ん
が
、
歴
史
家
は
辞
職
の
理

由
と
し
て
'
県
を
統
括
す
る
役
人
が
視
察
に
来
る
と
言
う
の
で
、
淵
明
は
「
薄
給
敬
-
の
俺
が
何
で
頭
を
下
げ
て
ぺ
こ
ぺ
こ
し
な
-

て
ほ
な
ら
ぬ
」
と
言
っ
た
こ
と
を
挙
げ
、
そ
の
日
の
う
ち
に
辞
職
し
た
と
も
伝
え
て
い
ま
す
。

彰
沢
県
の
知
事
を
辞
職
し
た
理
由
へ
そ
れ
は
「
帰
去
来
」
の
序
文
に
よ
-
ま
す
と
'
「
あ
る
が
ま
ま
の
性
質
」
を
貰
-
た
め
だ
っ

た
の
で
す
。
原
文
で
言
い
ま
す
と
「
質
性
は
自
然
な
り
」
で
す
。
「
自
然
」
と
い
う
語
が
キ
ー
ワ
ー
ド
で
'
そ
れ
は
孔
子
や
孟
子
の

儒
家
の
語
で
は
な
く
、
老
子
や
荘
子
の
道
家
の
語
な
の
で
す
。
「
自
然
」
は
道
家
の
別
の
語
で
言
え
ば
「
無
為
」
と
か
「
真
」
、
普
通

の
語
で
言
え
ば
や
や
言
い
過
ぎ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
「
自
由
」
「
自
在
」
と
言
っ
て
い
い
か
と
思
い
ま
す
。
何
に
も
束
縛
さ
れ
な
い
、

本
来
あ
る
が
ま
ま
の
状
態
を
言
う
語
で
す
。
「
あ
る
が
ま
ま
の
性
質
」
を
貰
-
こ
と
が
「
わ
が
本
心
」
で
あ
-
、
「
平
素
か
ら
の
志
」

な
の
で
す
。
「
わ
が
本
心
」
の
原
文
は
「
己
」
の
一
字
、
「
平
素
か
ら
の
志
」
は
「
平
生
の
志
」
で
す
。
こ
れ
を
「
帰
去
来
」
の
本
文

で
言
い
ま
す
と
、
二
回
使
わ
れ
る
「
帰
去
来
今
」
の
直
後
に
あ
る
「
田
園
将
に
薫
れ
ん
と
す
」
と
「
請
ふ
交
は
-
を
息
め
て
以
て
瀞

を
絶
た
ん
こ
と
を
」
で
す
。
「
田
畑
は
荒
れ
よ
う
と
し
て
い
る
」
'
だ
か
ら
「
帰
ろ
う
」
と
言
い
ま
す
。
ま
た
「
(
世
俗
と
の
)
交
遊

を
や
め
る
こ
と
に
し
た
い
」
、
だ
か
ら
「
帰
ろ
う
」
と
言
い
ま
す
。
前
者
は
自
然
の
側
に
立
ち
'
後
者
は
人
事
の
側
に
立
つ
も
の
で

す
が
、
そ
れ
は
「
あ
り
の
ま
ま
の
質
性
」
を
貫
き
た
い
、
だ
か
ら
「
帰
ろ
う
」
と
同
じ
こ
と
な
の
で
す
。

「
園
田
の
居
に
帰
る
五
首
」
の
詩
も
「
帰
去
来
」
と
同
じ
-
、
彰
沢
県
の
知
事
を
辞
め
'
「
園
田
」
に
帰
っ
て
来
た
四
二
歳
こ
ろ
の

詩
で
す
が
'
其
の
一
の
詩
に
「
若
い
時
か
ら
世
俗
と
う
ま
が
合
わ
ず
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
邸
や
山
を
好
ん
だ
'
意
に
反
し
て
世
俗
の

中
に
落
ち
、
あ
っ
と
い
う
間
に
十
三
年
が
過
ぎ
た
、
旅
先
に
い
る
鳥
は
昔
い
た
林
を
恋
い
慕
い
'
池
に
泳
ぐ
魚
は
昔
い
た
淵
を
思
い

懐
か
し
む
、
荒
れ
地
を
南
側
の
野
原
辺
-
に
開
こ
う
と
し
て
、
世
過
ぎ
の
拙
さ
を
守
っ
て
園
田
へ
帰
っ
た
来
た
」
と
言
い
、
続
け
て

10



こ
れ
か
ら
住
む
家
の
様
子
に
つ
い
て
'
「
四
角
い
宅
地
の
広
さ
は
十
畝
ば
か
-
、
草
葺
き
の
家
は
八
・
九
本
の
柱
が
あ
る
、
桧
や
柳

の
樹
が
裏
側
の
軒
を
覆
い
隠
し
'
桃
や
李
の
樹
が
座
敷
の
前
側
に
並
ん
で
い
る
、
逮
-
見
え
る
村
の
家
々
は
ほ
の
か
に
霞
み
、
村
里

か
ら
上
が
る
炊
煙
は
心
ひ
か
れ
る
、
犬
は
奥
ま
っ
た
路
地
で
吠
え
、
鶏
は
桑
の
樹
の
天
辺
で
鳴
い
て
い
る
、
門
の
内
側
に
は
世
俗
の

雑
事
は
な
-
、
何
も
な
い
部
屋
は
ゆ
と
-
が
充
分
だ
」
と
言
っ
た
後
'
最
後
の
二
句
に
「
長
い
間
龍
の
中
に
い
た
が
、
ま
た
自
然
に

帰
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
言
い
ま
す
。

二
九
歳
か
ら
四
一
歳
ま
で
の
十
三
年
の
間
に
役
人
を
し
た
の
は
意
に
反
し
て
し
た
こ
と
で
、
自
分
の
意
は
「
邸
山
」
「
園
田
」
「
自

然
」
　
に
あ
る
の
だ
、
と
言
う
の
で
す
。

こ
こ
で
得
ら
れ
た
一
つ
の
結
論
は
、
淵
明
は
「
自
然
」
な
る
性
質
を
貰
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
淵
明
が
こ
の
結
論
を
悩
み
苦
し

ん
で
得
た
こ
と
は
'
こ
れ
ま
で
の
話
で
お
分
か
り
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
私
は
淵
明
が
こ
の
結
論
を
得
る
に
至
る
心
境
を
察
し
ま
す

と
、
戦
国
時
代
の
一
人
の
思
想
家
を
思
い
出
し
ま
す
。
そ
れ
は
分
か
れ
道
に
来
て
、
南
に
行
-
べ
き
か
、
北
に
行
-
べ
き
か
、
の
二

者
択
一
で
泣
い
た
と
い
う
楊
朱
と
い
う
思
想
家
で
す
。
淵
明
は
意
に
反
し
て
役
人
と
な
り
貧
窮
か
ら
抜
け
出
る
道
を
行
く
べ
き
か
、

そ
れ
と
も
意
に
反
し
な
い
で
「
自
然
」
な
る
自
分
の
性
質
を
貫
-
道
を
行
-
べ
き
か
、
そ
の
二
者
択
一
に
泣
い
た
と
思
う
の
で
す
。
淵

明
は
日
日
酒
を
飲
み
菊
を
眺
め
、
何
不
自
由
な
-
楽
し
-
、
の
ん
び
-
過
ご
し
て
得
た
結
論
で
な
か
っ
た
、
と
思
う
の
で
す
。

さ
て
、
「
世
俗
と
の
交
遊
を
や
め
る
」
「
あ
る
が
ま
ま
の
性
質
」
を
実
践
す
る
場
が
、
「
田
園
」
だ
っ
た
の
で
す
が
、
淵
明
は
「
田

園
」
で
何
を
し
て
日
日
を
送
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
-
四
一
歳
以
後
の
詩
文
か
ら
'
具
体
的
な
動
き
を
拾
い
'
そ
の
実
相
を
描
い

て
見
よ
う
と
思
い
ま
す
。

淵
明
は
早
起
き
で
、
夜
は
遅
-
ま
で
働
い
て
い
ま
す
。
三
九
歳
の
詩
に
「
朝
早
-
車
馬
の
用
意
を
し
て
(
畑
へ
ゆ
き
)
へ
土
地
を

耕
す
と
心
は
ゆ
っ
た
り
す
る
」
(
「
突
卯
の
歳
の
始
春
　
田
舎
に
懐
古
す
二
首
」
其
の
l
)
と
言
い
、
四
二
歳
こ
ろ
の
詩
に
「
朝
早
く

ll



起
き
て
雑
草
を
引
き
抜
き
'
月
と
と
も
に
鋤
を
背
負
っ
て
帰
る
」
(
「
園
田
の
居
に
帰
る
五
首
」
其
の
三
)
と
言
い
、
四
六
歳
の
詩
に

「
朝
早
く
出
か
け
て
微
力
を
尽
く
し
て
働
き
へ
日
が
沈
む
と
束
を
抱
え
て
帰
っ
て
来
る
」
(
「
庚
戊
の
歳
の
九
月
中
　
西
田
に
於
い
て

早
稲
を
穫
す
」
)
と
言
い
,
五
九
歳
こ
ろ
の
詩
に
「
朝
は
畑
に
水
を
や
-
'
夜
は
あ
ば
ら
家
に
寝
る
」
(
「
鹿
参
軍
に
答
ふ
」
)
と
言
い

ま
す
。
朝
の
早
起
き
は
田
畑
の
仕
事
を
す
る
た
め
で
'
朝
早
-
か
ら
の
田
畑
の
仕
事
は
、
日
が
沈
み
月
が
出
る
ま
で
'
夜
に
な
っ
て

も
し
た
の
で
す
。
そ
れ
は
貧
窮
か
ら
抜
け
出
て
、
家
族
を
挙
っ
た
め
で
す
。
先
の
「
帰
去
来
」
の
序
文
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
淵
明
は

四
一
歳
以
前
に
も
,
「
私
は
家
が
貧
し
く
て
、
田
畑
の
仕
事
を
し
て
も
自
給
で
き
な
か
っ
た
。
小
さ
い
子
供
た
ち
は
部
屋
い
っ
ぱ
い
で
、

餅
に
は
貯
え
た
穀
物
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
経
験
を
し
て
い
る
の
で
す
が
へ
田
畑
の
仕
事
で
は
貧
窮
か
ら
抜
け
出
る
こ
と

が
で
き
な
い
こ
と
を
承
知
の
う
え
で
、
「
あ
る
が
ま
ま
の
性
質
」
を
実
践
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
す
。
端
目
に
は
空
し
-
見
え
て
も
'

淵
明
は
や
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。
な
お
へ
「
小
さ
い
子
供
た
ち
は
部
屋
い
っ
ぱ
い
で
」
と
あ
-
ま
す
が
、
後
で
淵
明
の
家
族
を

紹
介
し
ま
す
よ
う
に
'
淵
明
に
は
五
人
の
息
子
が
い
ま
し
た
。

淵
明
の
田
畑
は
家
の
近
-
に
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
'
「
帰
去
来
」
に
は
「
幌
つ
き
の
車
を
用
意
さ
せ
て
行
-
こ
と
も
あ
り
へ

一
般
の
舟
に
樽
を
さ
し
て
行
-
こ
と
も
あ
る
へ
(
舟
に
乗
-
)
奥
探
-
谷
川
に
沿
っ
て
進
み
'
(
車
に
乗
-
)
凸
凹
と
丘
を
通
-
過
ぎ

る
」
と
あ
る
の
に
よ
り
ま
す
と
、
車
や
舟
で
行
-
所
に
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
見
て
い
た
だ
い
た
写
真
は
棚
田
で
し
た
が
、
棚
田
と

は
違
っ
た
田
畑
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
淵
明
は
そ
の
田
畑
に
い
ろ
い
ろ
な
物
を
植
え
ま
す
。
例
え
ば
「
豆
を
南
山
の
麓
に
植
え
た

が
'
草
が
茂
っ
て
豆
の
首
は
ま
ば
ら
」
(
「
園
田
の
居
に
帰
る
五
首
」
其
の
三
)
、
「
桑
や
麻
は
日
に
日
に
大
き
-
な
り
、
私
の
土
地
も

日
に
日
に
広
が
る
」
(
「
園
田
の
居
に
帰
る
五
首
」
其
の
二
)
、
「
畑
の
野
菜
は
味
わ
い
充
分
、
去
年
の
穀
物
は
今
な
お
あ
る
(
略
)
も

ち
栗
を
つ
い
て
旨
酒
を
造
り
、
酒
が
で
き
る
と
手
酌
で
飲
む
」
(
「
郭
主
簿
に
和
す
二
首
」
其
の
一
)
、
「
語
ら
っ
て
春
で
き
の
酒
を
注

ぎ
,
摘
ん
だ
自
家
製
の
野
菜
が
肴
」
(
「
山
海
経
を
読
む
十
三
首
」
其
の
一
)
と
あ
-
ま
す
よ
う
に
、
豆
・
桑
・
麻
・
野
菜
・
も
ち
粟

等
の
穀
物
を
植
え
た
よ
う
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
淵
明
は
豆
や
も
ち
栗
や
野
菜
を
食
べ
へ
桑
で
蚕
を
飼
い
'
麻
で
着
る
物
を
作
っ
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て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
ら
の
物
は
、
世
俗
と
は
違
う
世
界
を
う
た
っ
た
「
桃
花
源
の
詩
」
に
、
「
桑
や
竹
が
茂
っ
て
木
陰

が
沢
山
あ
-
、
萩
や
稜
は
時
節
に
応
じ
て
植
え
た
、
春
の
蚕
で
は
長
い
糸
が
取
れ
、
秋
の
実
-
に
は
王
の
税
は
課
せ
ら
れ
な
い
」
と

あ
る
中
国
古
代
の
理
想
の
作
物
で
あ
-
、
淵
明
は
彼
ら
と
同
じ
生
活
を
し
て
い
る
の
だ
'
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
た

だ
そ
れ
は
淵
明
だ
け
の
こ
と
で
は
な
-
、
当
時
の
人
は
み
な
そ
う
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

淵
明
が
死
ん
だ
後
、
友
人
の
顔
延
年
が
そ
の
死
を
悼
ん
で
書
い
た
文
章
に
'
「
若
-
し
て
貧
乏
で
病
気
が
ち
、
家
に
は
下
男
も
下
女

も
い
な
い
、
家
事
労
働
は
他
人
に
任
さ
ず
一
人
で
や
-
、
粗
末
な
食
物
さ
え
不
充
分
で
こ
と
欠
-
始
末
へ
母
は
年
老
い
子
供
は
幼
-
、

母
の
傍
で
孝
養
し
貧
乏
ゆ
え
に
勤
め
励
ん
だ
」
(
「
陶
徴
士
の
諌
」
)
と
あ
る
の
に
よ
-
ま
す
と
、
淵
明
は
貧
窮
か
ら
抜
け
出
す
た
め
に
、

病
気
を
押
し
て
、
母
や
子
の
た
め
に
へ
誰
の
手
も
借
り
ず
一
人
で
、
身
を
粉
に
し
て
働
い
た
の
で
す
。
『
韓
詩
外
伝
』
と
い
う
本
に

「
家
が
貧
乏
で
年
老
い
た
親
を
持
つ
者
は
、
官
職
を
選
ば
ず
仕
え
な
-
て
は
な
ら
な
い
」
　
(
第
〓
早
)
と
い
う
言
葉
あ
る
よ
う
に
、

「
若
-
し
て
貧
乏
」
で
「
母
は
年
老
」
　
い
て
い
る
淵
明
は
'
仕
事
の
選
-
好
み
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。

淵
明
は
「
病
気
が
ち
」
と
言
い
ま
す
が
'
五
九
歳
こ
ろ
の
詩
の
序
に
、
自
分
の
病
気
に
つ
い
て
、
「
私
は
長
年
痛
い
を
抱
え
、
詩

文
を
作
ら
な
か
っ
た
、
元
来
弱
い
体
だ
っ
た
う
え
に
、
老
い
と
痛
い
が
加
わ
っ
た
」
　
(
「
鹿
参
軍
に
答
ふ
る
」
序
)
と
あ
-
'
自
分
の

病
気
は
長
年
に
わ
た
る
も
の
で
、
も
と
も
と
体
が
弱
-
病
気
と
老
齢
で
苦
し
ん
で
い
る
と
言
い
ま
す
。
淵
明
自
身
は
病
名
を
明
か
し

ま
せ
ん
が
、
歴
史
家
は
「
鼠
疾
」
と
「
脚
疾
」
の
二
つ
を
挙
げ
、
先
の
顔
延
年
は
「
痔
疾
」
だ
っ
た
と
言
い
ま
す
。
品
疾
は
ど
ん
な

病
気
か
よ
-
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
品
は
痩
せ
る
・
疲
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
病
気
に
な
っ
た
の
は
三
十
代
の
前
半
で
、
自
ら
田

畑
を
耕
し
て
生
活
費
を
稼
ぎ
出
し
て
い
た
が
、
品
疾
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
文
脈
か
ら
し
ま
す
と
'
田
畑
の
仕
事
に
疲
れ
'
食

べ
る
物
に
も
事
欠
い
て
痩
せ
細
る
と
い
う
、
餓
死
寸
前
の
栄
養
失
調
状
態
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
長
年
に
わ
た
る
病
気
と
は

晶
疾
の
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
脚
疾
は
脚
の
病
気
で
具
体
的
に
は
よ
-
分
か
-
ま
せ
ん
が
、
脚
気
の
類
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
痔
疾
と
い
う
病
気
は
注
に
「
痔
疾
」
と
あ
-
、
伝
染
性
の
熱
病
の
マ
ラ
リ
ア
病
の
こ
と
で
す
。
脚
疾
を
患
っ
た
の
は
文
脈
か
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ら
し
ま
す
と
、
五
十
代
に
な
っ
て
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
へ
「
痔
疾
」
に
罷
っ
た
の
は
五
十
歳
だ
と
顔
延
年
は
言
い
ま
す
。
老

い
と
病
い
が
加
わ
っ
た
と
い
う
痛
い
は
、
脚
疾
と
痔
疾
の
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
淵
明
は
若
い
頃
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
病
気
を
患

い
、
田
畑
の
仕
事
が
で
き
る
体
調
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
'
貧
窮
か
ら
抜
け
出
る
た
め
に
田
畑
の
仕
事
を
し
な
い
わ
け
に
は
い
か

な
っ
た
の
で
す
。

田
畑
の
仕
事
は
自
然
が
相
手
で
あ
り
、
労
力
を
尽
-
し
た
ほ
ど
収
穫
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
が
多
い
も
の
で
す
。
四
二
歳
こ
ろ
の
詩

に
は
「
道
幅
は
狭
-
し
か
も
草
木
は
茂
り
、
降
-
た
夜
露
は
野
良
着
を
濡
ら
す
'
濡
れ
る
の
は
惜
し
-
は
な
い
が
、
わ
が
願
い
だ
け

は
裏
切
っ
て
-
れ
る
な
」
(
「
園
田
の
居
に
帰
る
五
首
」
其
の
三
)
と
言
い
、
四
六
歳
の
時
の
詩
に
は
「
農
夫
は
誠
に
苦
し
-
て
な
ら

な
い
が
へ
こ
の
苦
し
み
を
厭
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
'
身
体
は
そ
れ
こ
そ
疲
れ
る
が
'
禍
災
に
は
邪
魔
さ
れ
た
-
な
い
」
(
「
庚
戊
の

歳
の
九
月
中
　
西
田
に
於
い
て
早
稲
を
獲
す
」
)
と
言
い
、
淵
明
は
日
日
祈
る
よ
う
に
し
て
、
四
一
歳
以
前
に
も
ま
し
て
'
田
畑
の

仕
事
に
朝
か
ら
夜
ま
で
精
を
出
し
、
製
作
時
期
不
明
で
す
が
、
引
っ
越
し
を
し
た
時
の
詩
に
は
「
衣
や
食
は
当
然
自
給
せ
ね
ば
な
ら

ず
'
精
を
出
す
畑
仕
事
は
私
を
裏
切
る
こ
と
は
な
い
」
(
「
居
を
移
す
二
首
」
其
の
二
)
と
自
ら
に
言
い
聞
か
せ
る
の
で
す
。
「
精
を

出
す
畑
仕
事
は
私
を
裏
切
る
こ
と
は
な
い
」
の
原
文
は
「
力
耕
不
吾
欺
」
(
力
排
は
吾
を
欺
か
ず
)
　
で
す
。
あ
と
に
引
け
な
い
淵
明

は
「
力
耕
」
し
た
に
違
い
あ
-
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
し
か
し
言
う
は
易
-
行
う
は
難
い
こ
と
で
す
。

淵
明
は
貧
窮
か
ら
抜
け
出
る
た
め
に
へ
朝
早
-
か
ら
夜
月
が
出
る
ま
で
、
日
日
田
畑
の
仕
事
に
精
を
出
し
ま
す
が
、
簡
単
に
貧
窮

か
ら
抜
け
出
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
田
畑
か
ら
上
が
る
収
穫
以
外
、
ど
こ
か
ら
生
活
費
を
得
て
い
た
の
か
、
非
常
に
興
味
が
あ
り

ま
す
が
、
淵
明
は
何
も
言
わ
な
い
の
で
、
残
念
な
が
ら
分
か
-
ま
せ
ん
。

IE

こ
こ
で
淵
明
の
家
族
を
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。

淵
明
が
生
ま
れ
た
時
'
祖
父
・
祖
母
が
生
き
て
い
た
か
ど
う
か
は
分
か
-
ま
せ
ん
の
で
、
祖
父
・
祖
母
の
こ
と
は
省
き
ま
す
。
淵



明
の
父
は
名
は
不
明
で
す
が
、
「
子
に
命
ず
」
の
詩
に
「
あ
あ
垂
重
し
き
わ
が
亡
き
父
は
、
淡
泊
に
し
て
無
心
、
身
を
風
や
雲
に
預
け
、

喜
怒
哀
楽
を
表
さ
な
か
っ
た
」
と
あ
る
の
に
よ
-
ま
す
と
'
世
俗
に
は
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
人
の
よ
う
で
ー
こ
れ
は
淵
明
に
影
響

を
与
え
て
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
淵
明
の
母
は
征
西
大
将
軍
の
幕
僚
長
を
勤
め
た
孟
嘉
の
四
女
で
す
。
孟
嘉
は
淵
明
の
曾
祖
父
の

侃
の
十
女
と
結
婚
し
て
い
ま
す
の
で
、
淵
明
の
父
と
母
は
従
兄
妹
同
士
が
結
婚
し
た
こ
と
に
な
-
ま
す
。
淵
明
の
兄
妹
と
し
て
は
四

歳
下
の
妹
が
一
人
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
妹
は
淵
明
と
は
母
親
が
違
い
、
父
の
隠
し
女
の
子
で
す
。
淵
明
八
歳
の
こ

ろ
父
が
亡
-
な
-
、
淵
明
二
一
歳
の
時
に
妹
の
母
が
、
妻
は
淵
明
三
十
歳
の
こ
ろ
に
'
母
は
淵
明
三
七
歳
の
こ
ろ
に
、
程
氏
に
嫁
い

だ
妹
は
淵
明
四
一
歳
の
時
に
'
亡
-
な
っ
て
い
ま
す
。
肉
親
が
次
々
に
亡
-
な
る
と
い
う
、
家
庭
的
に
は
不
幸
な
人
で
し
た
。
淵
明

が
死
に
対
し
て
非
常
に
敏
感
だ
っ
た
の
は
、
次
々
に
経
験
し
た
肉
親
の
死
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
と
思
い
ま
す
。
三
十
歳
こ
ろ
妻

を
亡
く
し
た
淵
明
は
、
直
後
に
別
の
家
の
女
と
再
婚
し
ま
す
。
淵
明
に
は
五
人
の
男
の
子
が
お
り
へ
そ
の
名
も
分
か
っ
て
い
ま
す
。

上
か
ら
協
・
侠
・
扮
・
侠
・
柊
と
言
い
、
人
偏
の
字
を
ど
の
子
に
も
付
け
た
の
は
、
淵
明
が
人
間
に
拘
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る

の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
う
ち
長
男
が
初
婚
の
妻
と
の
間
の
子
で
、
次
男
以
下
は
再
婚
の
妻
と
の
間
の
子
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

先
に
挙
げ
た
詩
の
「
子
に
命
ず
」
は
'
子
に
名
づ
け
る
意
味
で
、
長
男
の
偏
が
生
ま
れ
た
時
に
書
い
た
、
四
言
詩
・
八
〇
句
の
格

調
高
い
長
い
詩
で
す
。
陶
家
の
祖
先
は
伝
説
の
帝
王
の
陶
唐
氏
の
勇
で
あ
-
、
以
下
時
代
を
迫
っ
て
祖
先
が
偉
大
で
あ
る
こ
と
を

得
々
と
説
き
明
か
し
、
「
お
前
の
名
を
偏
と
言
い
、
お
前
の
字
を
求
恩
と
呼
ぶ
」
と
し
た
の
で
す
。
名
の
「
偏
」
は
『
礼
記
』
か
ら

取
り
、
字
の
「
求
思
」
は
『
中
庸
』
を
著
し
た
孔
子
の
孫
の
孔
仮
の
字
を
借
-
ま
し
た
。
「
子
に
命
ず
」
の
最
後
は
,
「
朝
早
-
か
ら

夜
遅
-
ま
で
、
お
前
が
有
能
で
あ
る
こ
と
を
願
う
、
お
前
が
有
能
で
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
た
巳
む
を
得
ぬ
か
」
と
結
び
,
由

緒
あ
る
陶
家
の
後
継
者
と
し
て
生
ま
れ
た
長
男
の
誕
生
、
そ
の
長
男
に
儒
家
の
本
山
の
『
礼
記
』
や
孔
俊
か
ら
名
や
字
を
付
け
た
の

だ
か
ら
、
偏
が
有
能
で
な
い
は
ず
は
な
い
と
い
う
'
長
男
に
対
す
る
淵
明
の
期
待
の
大
き
さ
が
推
し
量
ら
れ
ま
す
。
そ
の
期
待
は
儒

家
の
学
問
に
励
ん
で
欲
し
い
、
と
い
う
期
待
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

淵
明
は
長
男
を
初
め
と
す
る
子
供
た
ち
を
詩
の
題
材
に
し
ま
す
。
例
え
ば
「
幼
子
が
私
の
側
で
遊
び
戯
れ
、
言
葉
を
ま
ね
る
が
片
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言
ば
か
り
,
こ
う
し
た
事
は
本
当
に
楽
し
く
ま
ず
は
役
人
生
活
が
忘
れ
ら
れ
る
」
(
「
郭
主
窪
に
和
す
二
首
」
其
の
l
)
、
「
家
内
に

言
い
つ
け
て
幼
子
を
連
れ
、
気
持
ち
の
い
い
目
に
遠
出
を
し
よ
う
」
(
「
劉
柴
桑
に
和
す
」
)
、
「
と
も
あ
れ
子
供
や
甥
た
ち
を
連
れ
、

薮
を
分
け
荒
れ
た
村
に
出
か
よ
う
」
(
「
園
田
の
居
に
帰
る
五
首
」
其
の
四
)
、
「
幼
子
の
手
を
引
い
て
部
屋
に
入
る
と
、
樽
い
っ
ぱ
い

に
酒
が
用
意
し
て
あ
る
」
　
(
「
帰
去
来
」
)
な
ど
で
す
。

淵
明
は
子
煩
悩
だ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
一
方
に
「
子
を
責
む
」
と
い
う
詩
が
あ
-
ま
す
。
詩
中
の
肝
・
宣
・
薙
・
端
・
通
は
'

備
・
侯
・
扮
・
侠
・
柊
の
幼
い
時
の
名
で
す
。
「
(
私
の
)
両
側
の
棄
は
す
っ
か
-
白
髪
へ
肌
膚
に
も
艶
が
な
-
な
っ
た
、
息
子
が
五

人
い
る
と
い
う
の
に
'
ど
の
子
も
勉
強
が
嫌
い
へ
好
の
や
つ
は
も
う
十
六
な
の
に
、
怠
け
よ
う
は
天
下
無
類
へ
宣
の
や
つ
は
す
ぐ
十

五
と
い
う
の
に
,
学
問
に
志
そ
う
と
は
し
な
い
、
確
と
端
と
は
年
十
三
だ
が
、
六
と
七
と
が
分
か
ら
な
い
'
通
-
ん
は
や
が
て
九
つ

に
な
る
の
に
、
梨
や
栗
を
欲
し
が
る
ば
か
り
、
天
の
定
め
が
か
-
あ
-
と
す
れ
ば
、
ま
ず
は
酒
で
も
飲
む
と
し
よ
う
」
。
儒
家
の
本

山
か
ら
名
と
字
を
付
け
た
長
男
は
、
十
六
歳
に
な
-
ま
し
た
。
生
ま
れ
た
時
に
「
お
前
が
有
能
で
あ
る
こ
と
を
願
う
」
た
淵
明
の
期

待
は
ど
こ
へ
や
ら
,
勉
強
嫌
い
で
儒
家
の
学
問
に
は
達
-
及
ば
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
長
男
だ
け
で
は
あ
-
ま
せ
ん
。
次
男
以
下

み
な
そ
う
で
す
。
父
と
し
て
の
淵
明
は
子
供
ら
を
責
め
ず
に
は
い
ら
れ
ず
'
「
子
を
責
む
」
と
い
う
詩
を
作
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
に
し

て
も
「
天
の
定
め
が
か
く
あ
り
と
す
れ
ば
」
と
咳
い
て
'
子
供
を
姐
に
載
せ
こ
れ
を
肴
に
し
て
飲
む
淵
明
、
好
感
の
も
て
る
い
い
風

景
で
す
。
「
天
の
定
め
」
に
責
任
を
預
け
れ
ば
、
万
事
解
決
す
る
と
い
う
、
誰
も
傷
つ
か
な
い
無
難
な
解
決
法
な
の
で
す
。
人
間
の

叡
知
で
す
。
長
男
も
次
男
以
下
も
淵
明
自
身
も
'
誰
も
悪
-
な
い
の
で
す
。
「
天
の
定
め
」
が
悪
い
の
で
す
。

こ
の
詩
で
は
淵
明
三
十
歳
こ
ろ
に
亡
-
し
た
先
妻
の
子
の
長
男
が
一
六
歳
で
'
後
妻
の
子
の
次
男
が
一
五
歳
で
す
か
ら
へ
本
詩
は

淵
明
四
四
・
五
歳
こ
ろ
の
作
と
な
り
ま
す
。
四
四
・
五
歳
に
な
っ
て
も
子
供
は
か
わ
い
-
て
仕
方
な
か
っ
た
は
ず
で
'
本
当
は
「
子

を
愛
す
」
と
い
う
題
に
し
た
か
っ
た
の
に
'
ふ
ざ
け
た
-
と
ぼ
け
た
-
し
て
そ
れ
を
楽
し
む
癖
の
あ
る
淵
明
は
'
そ
の
時
酒
の
肴
が

な
か
っ
た
の
で
、
五
人
の
息
子
を
肴
に
し
て
、
「
子
を
責
む
」
と
い
う
題
に
し
た
の
だ
、
と
思
う
の
が
い
い
と
思
い
ま
す
。
息
子
を

酒
の
肴
に
す
る
時
、
よ
く
勉
強
す
る
と
か
へ
人
並
み
以
上
と
か
、
咳
い
て
飲
ん
だ
の
で
は
、
酒
は
は
ず
ま
な
い
と
思
う
の
で
す
が
-
。

16



な
お
、
自
分
の
子
を
詩
の
題
材
に
す
る
の
は
、
淵
明
以
前
皆
無
で
は
あ
-
ま
せ
ん
。
例
え
ば
西
晋
の
詩
人
の
播
岳
に
は
、
幼
-
し

て
死
ん
だ
娘
を
悼
む
詩
が
あ
-
、
左
忠
に
は
お
茶
目
な
二
人
の
娘
を
詠
ん
だ
詩
が
あ
-
ま
す
が
'
不
出
来
な
息
子
を
詩
の
題
材
に
す

る
詩
人
は
、
淵
明
が
初
め
て
で
す
。
こ
の
点
で
新
し
い
題
材
を
開
拓
し
た
詩
人
と
言
え
ま
す
L
t
こ
れ
を
継
承
し
た
の
が
唐
の
大
詩

人
杜
甫
で
す
。
つ
い
で
に
言
い
ま
す
と
、
淵
明
は
子
供
は
正
面
き
っ
て
題
材
に
し
ま
す
が
、
妾
は
し
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
関
し
て
は
私

は
「
先
生
が
言
わ
れ
る
に
は
、
た
だ
女
子
と
小
人
だ
け
は
養
い
難
い
。
近
づ
け
る
と
順
わ
ず
、
遠
ざ
け
る
と
怨
む
か
ら
だ
と
」
(
『
論

語
』
陽
貨
)
と
い
う
孔
子
の
発
言
の
拠
る
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
中
国
の
文
学
理
論
を
研
究
し
て
い
る
興
膳
宏
氏
は
「
自
分
の

妻
や
恋
人
の
こ
と
に
詩
文
の
中
で
正
面
き
っ
て
言
及
す
る
の
は
へ
こ
の
時
代
の
人
々
の
意
識
に
お
い
て
'
は
ば
か
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ

と
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
(
『
播
岳
陸
機
』
筑
摩
書
房
)
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
発
言
の
裏
に
は
、
妻
は
子
供
よ
り
劣
-
、
取
-
上

げ
る
に
足
-
ぬ
存
在
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

さ
て
、
「
田
園
」
に
帰
っ
た
来
た
淵
明
が
'
日
日
し
て
い
た
具
体
的
な
こ
と
と
し
て
、
田
畑
の
仕
事
が
あ
り
ま
し
た
が
、
自
叙
伝

「
五
柳
先
生
の
伝
」
に
は
、
読
書
・
飲
酒
・
詩
文
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
こ
の
三
つ
は
淵
明
の
日
日
の
楽
し
み
で
'
こ
こ
に
生
き
る
意

義
を
見
つ
け
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
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ま
ず
、
淵
明
の
読
書
に
つ
い
て
は
「
本
を
読
む
の
は
好
き
だ
が
、
詳
細
に
理
解
す
る
こ
と
は
し
な
い
、
心
に
ぴ
っ
た
り
と
会
え
ば

い
つ
も
、
う
れ
し
-
な
っ
て
食
事
を
忘
れ
る
」
と
言
い
ま
す
。
「
詳
細
に
理
解
す
る
こ
と
は
し
な
い
」
と
い
.
う
の
は
'
淵
明
の
読
書

法
で
そ
の
人
柄
を
妨
体
さ
せ
ま
す
が
、
こ
れ
は
当
時
流
行
っ
て
い
た
「
詳
細
に
理
解
す
る
」
義
疏
学
、
つ
ま
り
分
析
を
重
ね
て
奥
深

い
意
味
を
究
め
る
学
問
へ
の
反
発
も
含
ん
で
い
る
よ
う
で
す
。
ま
た
「
食
事
を
忘
れ
る
」
と
は
'
孔
子
は
夢
中
に
な
る
と
「
食
事
を

忘
れ
る
」
と
言
う
語
が
『
論
語
』
に
あ
り
、
淵
明
は
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
「
心
に
ぴ
っ
た
り
と
会
え
ば
い
つ
も
、
う
れ
し
く
な
っ
て

(
孔
子
同
様
に
)
食
事
を
忘
れ
る
」
ほ
ど
で
、
食
事
も
忘
れ
て
読
書
に
没
頭
し
夢
中
に
な
る
と
い
う
の
で
す
。



淵
明
は
ど
ん
な
本
を
読
ん
で
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
本
の
種
類
は
さ
ま
ざ
ま
で
経
史
子
集
の
す
べ
て
に
亙
り
'
ま
た
注
に
も
及
び

ま
す
。
例
え
ば
経
で
は
『
周
易
』
『
尚
書
』
『
毛
詩
』
『
論
語
』
『
孟
子
』
ほ
か
、
史
で
は
『
戦
国
策
』
『
史
記
』
『
漢
書
』
『
後
漢
書
』

ほ
か
、
子
で
は
『
孔
子
家
語
』
『
管
子
』
『
港
南
子
』
『
老
子
』
『
列
子
』
『
荘
子
』
ほ
か
、
集
で
は
司
馬
相
如
、
班
固
、
曹
植
'
院
籍
、

播
岳
、
郭
瑛
ほ
か
、
注
で
は
『
毛
詩
』
の
毛
貰
注
へ
『
礼
記
』
の
鄭
玄
注
へ
『
楚
辞
』
の
王
逸
注
'
『
准
南
子
』
の
許
慎
注
ほ
か
で
す
。

こ
れ
ら
の
本
の
中
に
は
「
心
に
ぴ
っ
た
-
と
会
う
」
も
の
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
『
漢
書
』
の
皇
太
子
の
養
育
係
の
長

官
を
辞
め
て
郷
里
に
帰
っ
た
'
漠
代
の
疏
広
と
疏
受
の
行
為
が
「
心
に
ぴ
っ
た
り
と
会
」
　
っ
て
「
二
疏
を
詠
ず
」
と
い
う
詩
を
作
-
、

春
秋
時
代
の
三
人
の
忠
臣
が
、
寵
愛
を
受
け
た
主
君
の
後
を
迫
っ
て
殉
死
し
た
話
を
載
せ
る
『
春
秋
左
氏
伝
』
を
読
み
、
「
心
に
ぴ
っ

た
-
と
会
」
　
っ
て
「
三
良
を
詠
ず
」
と
い
う
詩
を
作
と
「
荊
軒
を
詠
ず
」
は
『
史
記
』
の
秦
の
始
皇
帝
を
暗
殺
し
ょ
う
と
し
て
失

敗
し
た
が
、
テ
ロ
リ
ス
-
荊
河
の
男
気
が
「
心
に
ぴ
っ
た
-
と
会
」
　
っ
て
作
と
各
地
の
奇
怪
な
草
木
鳥
獣
を
記
し
た
古
代
の
地
理

書
の
『
山
海
経
』
を
読
ん
で
「
山
海
経
を
読
む
十
三
首
」
を
作
-
、
あ
る
い
は
「
昔
、
漠
の
董
仲
肝
が
士
不
遇
の
既
を
作
-
、
司
馬

遷
が
ま
た
こ
の
賦
を
作
っ
た
。
私
は
か
つ
て
冬
・
夜
・
雨
の
時
節
や
討
論
の
余
暇
に
、
こ
れ
ら
の
舵
を
読
み
へ
ひ
ど
-
心
を
傷
」
め

て
「
心
に
ぴ
っ
た
-
と
会
」
　
っ
て
作
っ
た
の
が
、
「
士
の
不
遇
に
感
ず
る
斌
」
で
す
。

淵
明
は
読
書
人
で
す
。
若
い
時
か
ら
こ
れ
ら
の
本
を
琴
と
同
じ
よ
う
に
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。
例
え
ば
「
若
い
時
か
ら
俗
外
に
身

を
寄
せ
、
琴
と
本
に
心
を
預
け
た
」
　
(
「
始
め
て
鋲
軍
参
軍
と
作
-
て
曲
阿
を
経
し
と
き
作
る
」
)
へ
「
付
き
合
い
を
止
め
て
ゆ
っ
く
り

く
つ
ろ
ぎ
、
一
日
の
慰
み
相
手
は
本
や
琴
」
(
「
郭
主
簿
に
和
す
二
首
」
其
の
一
)
へ
「
身
内
の
心
あ
る
よ
い
話
が
う
れ
し
く
琴
や
本

を
楽
し
ん
で
憂
い
を
消
し
た
い
」
(
「
帰
去
来
」
)
。
こ
れ
ら
に
よ
-
ま
す
と
、
淵
明
の
読
書
は
慰
み
物
で
あ
り
、
憂
い
を
消
す
物
で
あ

り
、
い
わ
ば
精
神
安
定
剤
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
淵
明
は
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
本
を
ど
の
よ
う
に
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
淵
明
の
時
代
は
紙
は
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あ
り
ま
し
た
が
、
印
刷
術
は
あ
-
ま
せ
ん
。
こ
の
時
代
に
本
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
方
法
は
、
大
き
く
は
三
つ
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

一
つ
は
自
分
の
家
に
あ
る
本
を
読
む
、
二
つ
は
本
の
あ
る
所
へ
行
っ
て
読
む
'
三
つ
は
本
を
借
-
書
き
写
し
て
読
む
で
す
。
淵
明
の

場
合
、
曾
祖
父
の
侃
は
名
将
で
し
た
が
'
下
層
階
級
の
出
身
で
、
当
時
求
め
ら
れ
た
門
閥
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
淵
明
の

父
親
は
名
も
分
か
ら
な
い
人
で
、
本
が
あ
る
ほ
ど
の
格
式
あ
る
家
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
一
つ
目
の
自
分
の
家
に
あ

る
本
を
読
む
、
そ
れ
は
で
き
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
二
つ
め
の
本
の
あ
る
所
と
は
'
首
都
の
建
康
(
今
の
南
京
)
の
官
庁
'
あ
る

い
は
淵
明
の
古
里
に
あ
る
役
所
な
い
し
寺
院
へ
ま
た
は
地
方
の
名
家
-
ら
い
で
す
。
淵
明
は
首
都
の
官
庁
勤
務
は
な
か
っ
た
の
で
,

古
里
の
役
所
・
寺
院
・
名
家
で
読
ん
で
い
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
と
-
わ
け
淵
明
と
交
友
の
あ
っ
た
慧
遠
が
居
た
束
林
寺
で
読
ん

だ
こ
と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
ま
す
。
慧
達
と
東
林
寺
に
つ
い
て
は
後
で
取
-
上
げ
ま
す
。
三
つ
目
の
本
を
借
り
て
書
き
写
し
て
読
む

こ
と
は
、
充
分
に
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
「
飲
酒
二
十
首
の
序
」
に
「
酔
っ
払
っ
て
し
ま
う
と
'
い
つ
も
数
句
書
い
て
は
一
人
楽
し
む
,

書
き
損
じ
た
紙
は
多
-
、
字
句
に
順
序
次
第
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
'
と
も
か
-
知
-
合
い
に
書
い
て
も
ら
い
、
手
慰
み
に
し
よ
う

と
思
う
だ
け
」
と
あ
る
の
に
よ
り
ま
す
と
、
淵
明
は
貧
窮
と
は
い
え
紙
は
あ
っ
た
よ
う
で
す
L
t
倍
-
た
本
を
書
き
写
す
の
も
、
あ

る
い
は
知
-
合
い
に
頼
む
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
淵
明
よ
-
後
の
話
で
す
が
'
『
文
選
』
に
注
を
し
た
唐
の
学
者
李
善
は
,

本
文
の
傍
証
と
し
て
千
六
百
余
り
の
本
を
引
用
す
る
の
で
す
が
、
後
世
の
『
文
選
』
研
究
家
の
中
に
は
そ
の
凄
さ
に
驚
嘆
し
'
吉
辰

っ
ま
り
本
箱
と
称
さ
れ
た
李
善
の
こ
と
だ
か
ら
へ
か
な
-
多
-
の
も
の
を
覚
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
人
も
い
ま
す
。
そ
う
言

え
ば
隔
代
に
始
ま
っ
た
国
家
統
一
試
験
の
科
挙
は
'
経
書
の
理
解
と
暗
話
が
要
求
さ
れ
ま
し
た
。
淵
明
も
あ
る
い
は
か
な
り
の
も
の

を
覚
え
て
い
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
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続
い
て
へ
淵
明
の
飲
酒
に
つ
い
て
「
五
柳
先
生
の
伝
」
に
は
'
「
生
ま
れ
つ
き
酒
を
暗
む
が
、
家
が
貧
し
く
て
い
つ
も
飲
め
る
わ

け
で
は
な
い
、
身
内
や
古
な
じ
み
は
私
の
事
情
を
知
っ
て
、
酒
を
用
意
し
て
招
い
て
-
れ
る
こ
と
も
あ
る
、
出
か
け
て
飲
め
ば
い
つ

も
空
に
し
、
必
ず
酔
っ
払
う
の
が
わ
が
決
意
、
酔
っ
払
っ
て
(
席
を
)
追
-
と
き
は
'
決
し
て
去
る
か
留
ま
る
か
未
練
を
残
し
た
こ



と
は
な
い
」
と
言
い
ま
す
。
「
五
柳
先
生
の
伝
」
の
字
数
は
全
部
で
一
二
五
字
で
す
が
、
酒
の
こ
と
に
三
八
字
を
費
や
す
の
は
、
淵

明
の
生
活
に
お
け
る
酒
の
役
割
の
大
き
さ
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

淵
明
は
酒
が
大
好
き
で
し
た
。

淵
明
が
彰
沢
県
の
知
事
に
な
っ
た
理
由
の
一
つ
は
'
三
頃
の
広
さ
の
知
事
用
の
田
圃
が
あ
り
、
そ
こ
に
酒
を
造
る
も
ち
米
を
植
え

る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
す
。
三
頃
の
広
さ
は
約
千
五
百
ア
ー
ル
で
す
が
、
妻
に
反
対
さ
れ
て
仕
方
な
-
二
五
〇
ア
ー
ル
に
普
通
の

う
る
ち
米
を
植
え
た
と
い
う
の
で
す
が
'
八
月
に
知
事
に
な
-
三
か
月
後
の
十
一
月
に
は
辞
め
て
い
ま
す
の
で
、
も
ち
米
の
収
穫
に

は
預
か
れ
ず
'
酒
を
造
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。
陰
暦
八
月
田
植
え
を
し
た
と
い
う
の
で
す
が
'
二
期
作
か
ど
う
な
の

か
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。
淵
明
は
製
作
時
期
不
明
の
詩
で
「
こ
の
世
に
生
き
て
望
む
も
の
は
な
い
、
た
だ
酒
と
長
寿
と
だ
け
あ
れ
ば
」

(
「
山
海
経
を
読
む
十
三
首
」
其
の
五
)
と
言
い
'
淵
明
の
酒
は
長
寿
と
同
じ
ほ
ど
の
価
値
が
あ
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
好
き
な
酒

も
「
家
が
貧
し
く
て
い
つ
も
飲
め
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
」
の
で
す
。
淵
明
の
飲
ん
だ
酒
は
清
酒
で
は
な
-
濁
酒
だ
っ
た
は
ず
で
、
・

米
や
粟
な
ど
の
収
穫
が
な
い
と
酒
を
造
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
不
作
の
年
は
飲
め
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ

ん
が
、
淵
明
は
「
身
内
や
古
な
じ
み
」
が
「
酒
を
用
意
し
て
招
い
て
」
-
れ
る
と
、
こ
の
時
と
ば
か
り
「
酔
っ
払
う
」
ま
で
飲
む
の

で
す
。
「
酔
っ
払
う
」
と
「
未
練
を
残
さ
ず
」
引
き
上
げ
ま
す
。
こ
の
飲
み
方
は
実
は
孔
子
の
飲
み
方
に
近
-
て
、
孔
子
の
酒
は
「
量

に
限
度
は
な
い
。
乱
に
及
ぶ
こ
と
は
な
い
」
(
『
論
語
』
郷
党
篇
)
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
淵
明
が
孔
子
の
酒
の
飲
み
方
を
意
識
し

て
い
た
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
淵
明
の
貧
窮
が
孔
子
の
弟
子
の
顔
回
の
貧
窮
に
似
て
い
る
こ
と
を
、
誇
り
に
さ
え
思
っ
て
い

た
こ
と
と
重
ね
ま
す
と
、
意
識
し
て
い
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

淵
明
が
五
十
歳
を
過
ぎ
る
と
、
酒
を
送
っ
て
-
れ
る
者
が
二
人
現
れ
ま
す
。
顔
延
年
と
王
弘
で
す
。
顔
延
年
は
淵
明
五
一
歳
の
時

に
'
淵
明
が
住
ん
で
い
た
近
-
の
役
人
と
し
て
赴
任
し
て
付
き
合
い
が
始
ま
と
毎
日
淵
明
の
所
に
立
ち
寄
っ
て
飲
み
、
い
つ
も

酔
っ
払
う
ま
で
飲
ん
で
い
ま
す
。
翌
年
役
人
を
辞
め
て
帰
る
時
、
二
万
銭
を
-
れ
て
や
る
と
、
淵
明
は
仝
新
を
酒
屋
に
預
け
、
少
し

ず
つ
酒
に
換
え
て
飲
ん
だ
と
言
い
ま
す
。
「
二
万
銭
」
が
今
の
お
金
に
換
算
す
る
と
ど
れ
ほ
ど
な
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
決
し
て
少
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な
い
金
額
で
は
あ
る
ま
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
原
文
の
「
酒
家
」
を
「
酒
屋
」
と
訳
し
た
の
で
す
が
、
淵
明
の
住
ん
で
い
た
所
に

は
「
酒
屋
」
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
「
酒
屋
」
の
規
模
は
ど
れ
ほ
ど
で
、
ど
ん
な
酒
を
売
っ
て
い
た
の
か
な
ど
'
興
味
は
尽
き
ま
せ

ん
が
'
残
念
な
が
ら
実
態
は
分
か
-
ま
せ
ん
。
ま
た
王
弘
が
淵
明
と
出
会
う
の
も
'
王
弘
が
淵
明
の
近
-
の
役
人
と
し
て
来
た
か
ら

で
、
淵
明
五
四
歳
の
時
で
す
。
王
弘
は
淵
明
と
知
-
合
い
に
な
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
思
う
よ
う
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
一

策
を
案
じ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
淵
明
が
庄
山
へ
行
-
と
い
う
の
を
事
前
に
知
と
道
の
途
中
に
酒
を
整
え
て
淵
明
の
友
人
を
使
い
に

追
-
ま
す
が
'
脚
の
不
自
由
な
淵
明
は
歩
-
こ
と
が
で
き
ず
、
龍
に
乗
せ
ら
れ
て
行
き
、
行
き
着
-
と
心
ゆ
く
ま
で
飲
ん
だ
と
言
い

ま
す
。
王
弘
は
わ
ざ
と
遅
れ
て
や
っ
て
来
て
'
知
り
合
い
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
と
言
い
ま
す
。
ま
た
、
淵
明
は
重
陽
の
節
句
だ
と

い
う
の
に
漕
が
な
い
ま
ま
、
菊
が
沢
山
生
え
て
い
る
家
の
近
-
へ
出
か
け
、
そ
こ
に
し
ば
ら
-
い
る
と
、
王
弘
が
酒
を
送
-
届
け
て

く
れ
た
の
で
、
淵
明
は
手
酌
で
飲
み
酔
っ
払
う
と
帰
っ
て
来
た
と
言
い
ま
す
。
結
構
た
だ
酒
も
飲
ん
だ
よ
う
で
す
。

今
、
紹
介
し
ま
し
た
顔
延
年
と
王
弘
は
役
人
で
す
。
淵
明
は
四
一
歳
で
「
帰
り
な
ん
い
ざ
、
田
園
将
に
蒸
れ
ん
と
す
、
胡
ぞ
帰
ら

ざ
る
」
と
宣
言
し
て
「
田
園
」
に
帰
っ
た
の
で
す
が
、
帰
っ
た
後
も
役
人
と
の
交
流
を
ま
っ
た
く
絶
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。
一
五
四
篇
の
詩
文
に
は
「
田
園
」
に
帰
っ
て
以
後
、
交
流
の
あ
っ
た
役
人
を
詩
題
に
す
え
て
詠
ん
だ
詩
が
十
首

ば
か
り
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
の
「
王
撫
軍
の
坐
に
於
い
て
客
を
送
る
」
の
「
王
撫
軍
」
は
王
弘
の
こ
と
で
す
。
「
撫
軍
」
と
は
撫

軍
将
軍
の
こ
と
で
、
天
子
を
輔
佐
す
る
こ
と
も
あ
る
ほ
ど
、
将
軍
の
中
で
は
か
な
-
高
い
地
位
で
し
た
。
「
田
園
」
に
帰
っ
た
後
も

役
人
た
ち
と
な
ぜ
交
流
を
持
っ
た
の
か
、
淵
明
の
意
図
は
よ
-
は
分
か
-
ま
せ
ん
。
淵
明
は
役
人
生
活
に
ま
だ
未
練
が
あ
っ
た
の
か

と
も
想
像
し
ま
す
が
、
'
五
四
歳
の
時
と
六
二
歳
の
時
に
役
人
に
な
る
こ
と
を
勧
め
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
両
方
と
も
辞
退
し
て
い
る

こ
と
を
見
ま
す
と
、
未
練
が
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
ま
せ
ん
。
今
は
淵
明
は
天
下
の
趨
勢
に
は
ま
っ
た
く
無
関
心
で
は
な
か
っ
た
t
と

考
え
て
お
こ
う
と
思
い
ま
す
。
冒
頭
に
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
淵
明
五
六
歳
の
時
に
、
淵
明
の
生
ま
れ
た
東
晋
王
朝
が
滅
び
、
次
の

劉
宋
王
朝
の
民
と
な
る
こ
と
を
余
儀
な
-
さ
せ
ら
れ
た
天
下
の
趨
勢
に
、
淵
明
と
て
無
関
心
で
い
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
、
と
考
え
て
お
こ
う
と
思
い
ま
す
。
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話
を
酒
に
も
ど
し
ま
す
と
、
残
っ
て
い
る
詩
文
一
五
四
篇
の
う
ち
三
四
篇
に
三
九
回
酒
の
字
が
あ
と
一
七
篇
に
腸
の
字
が
'
七

篇
に
酌
・
醒
の
字
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
詩
の
題
の
「
連
雨
に
独
-
飲
む
」
「
飲
酒
二
十
首
」
「
酒
を
止
む
」
「
酒
を
述
ぶ
」
に
は
「
飲

む
」
「
酒
」
を
使
い
ま
す
し
、
『
陶
淵
明
集
』
を
著
し
た
梁
の
昭
明
太
子
は
そ
の
序
に
「
ど
の
篤
に
も
酒
が
あ
る
」
と
言
う
の
は
、
誇

張
で
は
あ
り
ま
す
が
'
言
い
得
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
明
治
の
石
川
啄
木
も
淵
明
を
読
ん
で
お
-
、
漢
文
で
書
い
た
二
二
歳
の
日
記

に
、
「
淵
明
の
集
を
読
み
、
感
ず
る
こ
と
多
少
ぞ
。
(
略
)
鴫
呼
へ
淵
明
の
飲
み
し
所
の
酒
は
、
遂
に
苦
か
-
し
な
ら
ん
。
酒
に
酔
ふ

は
若
き
味
に
酔
ふ
な
り
」
と
記
し
'
淵
明
の
酒
は
苦
か
っ
た
と
言
い
ま
す
。
確
か
に
苦
か
っ
た
酒
も
あ
-
言
い
得
て
い
ま
す
が
、
日

日
苦
い
酒
ば
か
り
飲
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
例
え
ば
'
周
囲
の
景
物
に
融
け
込
ん
で
飲
む
酒
、
気
の
あ
っ
た
近
所
の
人

と
飲
む
酒
、
田
畑
で
汗
を
流
す
農
夫
と
飲
む
酒
、
世
俗
を
超
越
し
た
人
と
飲
む
酒
は
旨
い
酒
で
す
。
ま
た
田
畑
の
仕
事
で
疲
れ
た
心

身
を
癒
す
酒
も
、
人
と
の
別
れ
に
飲
む
酒
も
あ
-
ま
す
。
さ
ら
に
移
り
行
-
時
の
流
れ
に
付
い
て
行
け
な
い
人
の
命
を
見
つ
め
'
生

き
て
い
る
短
い
時
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
飲
む
酒
も
あ
-
ま
す
。

昔
の
『
詩
経
』
『
礼
記
』
『
漢
書
』
な
ど
の
本
に
は
'
酒
は
憂
い
を
忘
れ
さ
せ
、
歓
び
を
共
に
L
t
老
化
や
病
気
を
防
ぎ
、
畢
口
同
の

薬
で
'
嘉
き
会
合
の
御
馳
走
だ
と
'
書
か
れ
て
い
ま
す
。
淵
明
自
身
も
酒
の
良
さ
に
つ
い
て
'
「
酒
は
も
ろ
も
ろ
の
憂
い
を
払
い
の
け
、

菊
は
年
を
取
る
の
を
食
い
止
め
る
」
(
「
九
日
間
居
」
)
と
か
、
「
(
菊
を
)
こ
の
憂
い
を
忘
れ
る
と
い
う
酒
に
浮
か
べ
、
私
の
世
俗
か

ら
超
越
し
た
い
と
い
う
思
い
を
深
く
す
る
」
(
「
飲
酒
二
十
首
」
其
の
七
)
と
か
、
「
も
の
知
-
の
老
人
が
私
に
酒
を
-
れ
、
な
ん
と

飲
ん
だ
ら
仙
人
に
な
れ
る
と
い
う
、
飲
ん
で
み
る
と
も
ろ
も
ろ
の
俗
情
は
な
-
な
-
、
何
杯
も
飲
む
と
ふ
と
自
然
と
一
体
に
な
れ
る
」

(
「
連
雨
に
て
独
-
飲
む
」
)
　
と
か
言
い
ま
す
。

「
自
然
と
一
体
に
な
れ
る
」
の
原
文
は
「
天
を
忘
る
」
で
、
『
荘
子
』
に
あ
る
語
で
す
。
「
自
然
と
一
体
に
な
れ
る
」
と
'
ど
ん
な

憂
い
で
も
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

淵
明
は
貧
窮
の
た
め
酒
が
飲
め
な
い
こ
と
も
あ
-
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
や
り
-
り
し
て
結
構
飲
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
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す
。
し
か
し
自
分
の
葬
式
の
こ
と
を
詠
ん
だ
詩
に
は
、
「
た
だ
無
念
な
の
は
こ
の
世
に
い
た
時
'
充
分
に
酒
が
の
め
な
か
っ
た
こ
と
」

(
「
挽
歌
の
詩
三
首
」
其
の
一
)
と
言
い
、
こ
の
世
に
無
念
を
残
し
て
死
ん
で
い
っ
た
の
で
す
。

次
に
淵
明
の
詩
文
に
つ
い
て
で
す
が
、
「
五
柳
先
生
の
伝
」
に
は
「
い
つ
も
詩
文
を
著
し
て
自
分
1
人
で
娯
し
み
、
少
し
ば
か
り

わ
が
主
義
を
示
し
た
」
と
あ
-
ま
し
た
。
「
わ
が
主
義
」
と
訳
し
た
原
文
は
「
己
が
志
」
で
す
。
「
己
」
は
以
前
に
「
わ
が
本
心
」
と

訳
し
た
「
己
」
と
同
じ
で
あ
り
、
「
志
」
は
以
前
に
「
平
素
か
ら
の
志
」
と
訳
し
た
「
平
生
の
志
」
の
「
志
」
と
同
じ
で
、
こ
こ
の

「
わ
が
主
義
」
と
訳
し
た
「
己
が
志
」
も
、
具
体
的
に
は
「
自
然
」
を
貫
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「
い
つ
も
詩
文
を
著
し
て
」
と
い
う
淵
明
の
詩
文
は
'
隔
代
の
歴
史
書
の
『
隔
吉
』
に
は
「
宋
の
徴
士
の
陶
潜
集
九
巻
。
梁
五
巻
,

録
一
巻
」
と
あ
-
、
梁
の
昭
明
太
子
が
編
纂
し
た
『
陶
淵
明
集
』
は
今
に
伝
わ
ら
ず
、
淵
明
の
詩
文
の
実
数
は
不
詳
で
す
が
,
清
の

陶
樹
が
編
纂
し
た
『
靖
節
先
生
集
十
巻
』
に
よ
-
ま
す
と
'
今
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
先
程
か
ら
言
い
ま
す
よ
う
に
一
五
四
篤
で
す
。

一
五
四
篇
の
う
ち
詩
は
四
言
詩
と
五
言
詩
で
、
楽
府
は
あ
-
ま
せ
ん
。
文
は
辞
賦
・
記
伝
・
祭
文
で
す
。

詩
の
題
材
は
身
近
な
も
の
が
多
く
耳
や
目
に
触
れ
た
も
の
を
詠
み
ま
す
。
淵
明
の
詩
に
使
わ
れ
る
風
物
は
'
天
・
雨
・
時
・

土
・
山
・
石
・
早
・
穴
・
谷
・
川
・
水
・
邑
・
里
・
舟
・
玉
・
田
・
火
・
獣
・
鳥
・
魚
・
虫
・
木
・
竹
・
草
・
乗
に
関
す
る
も
の
で

す
。
従
っ
て
淵
明
の
詩
は
自
ず
と
自
然
の
風
物
・
風
景
を
詠
む
こ
と
が
多
-
な
り
、
四
言
詩
・
五
言
詩
の
大
半
は
風
物
・
風
景
を
詠

み
込
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
を
詠
物
詩
、
贈
答
詩
、
行
旅
詩
へ
雑
詩
、
田
園
詩
、
遊
覧
詩
に
分
け
て
詠
む
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、
こ
れ

ら
の
風
物
・
風
景
を
詠
む
詩
は
'
淵
明
の
後
の
劉
末
の
謝
霊
運
の
山
水
詩
を
生
む
先
駆
け
と
し
て
'
注
目
す
べ
き
こ
と
な
の
で
す
。
田

園
詩
と
山
水
詩
は
似
て
い
ま
す
が
、
区
別
す
る
と
す
れ
ば
、
田
園
は
日
常
目
に
触
れ
る
田
畑
や
農
村
・
郊
外
の
風
物
や
風
景
で
'
山

水
は
日
常
目
に
触
れ
な
い
深
山
・
幽
谷
で
す
。
言
い
換
え
ま
す
と
、
田
園
は
俗
中
の
風
物
・
風
景
で
、
山
水
は
俗
外
の
風
物
・
風
景

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
淵
明
の
詩
の
風
物
・
風
景
は
俗
中
の
も
の
で
す
。

淵
明
の
文
章
で
は
「
五
柳
先
生
の
伝
」
「
帰
去
来
」
「
桃
花
源
の
記
」
は
よ
-
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
「
閑
情
の
斌
」
と
い
う
作
品
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が
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
惰
」
は
官
能
的
で
、
そ
の
官
能
的
な
「
惰
」
を
静
め
る
と
い
う
の
が
こ
の
作
品
で
す
。
長
い
作
品
な
の
で
真

ん
中
あ
た
り
を
訳
し
て
紹
介
し
ま
す
。

.
願
わ
く
は
貴
女
の
上
着
の
襟
と
な
り
、
美
し
い
項
の
残
り
香
を
承
け
た
い

あ
あ
薄
絹
の
襟
が
夜
脱
ぎ
捨
て
ら
れ
る
と
、
秋
の
夜
が
半
ば
に
も
な
ら
ぬ
の
を
怨
ん
で
し
ま
う

願
わ
く
は
貴
女
の
裳
の
帯
と
な
-
、
な
ま
め
か
し
-
か
細
い
体
を
縛
-
た
い

あ
あ
寒
さ
暑
さ
の
気
が
変
わ
る
と
、
古
い
の
を
脱
ぎ
新
し
い
の
を
着
て
し
ま
う

願
わ
く
は
貴
女
の
髪
の
油
と
な
-
、
な
で
肩
に
か
か
る
黒
髪
を
杭
き
た
い

あ
あ
美
人
は
い
つ
も
湯
浴
み
し
て
、
自
-
澄
ん
だ
水
で
油
を
流
し
て
し
ま
う

願
わ
く
は
貴
女
の
眉
の
黛
と
な
-
、
遠
-
を
眺
め
る
時
は
静
か
に
揚
が
-
た
い

あ
あ
紅
も
白
粉
も
ま
だ
鮮
や
か
な
の
に
'
美
し
い
化
粧
に
や
り
か
え
て
し
ま
う

願
わ
く
は
貴
女
の
寝
台
の
布
団
と
な
-
、
弱
い
体
を
秋
の
三
か
月
癒
し
て
上
げ
た
い

あ
あ
模
様
の
あ
る
布
団
に
代
わ
る
と
、
何
年
経
っ
て
も
見
捨
て
ら
れ
て
し
ま
う

願
わ
く
は
貴
女
の
絹
の
履
と
な
-
、
白
い
足
に
-
つ
付
い
て
立
ち
回
り
た
い

あ
あ
振
る
ま
い
に
も
節
度
が
あ
っ
て
、
空
し
-
寝
台
の
前
に
棄
て
ら
れ
て
し
ま
う

願
わ
く
は
昼
に
は
影
法
師
と
な
-
'
い
つ
も
体
に
寄
-
添
い
あ
ち
こ
ち
行
き
た
い

あ
あ
高
い
樹
に
は
蔭
が
多
-
、
時
に
は
一
緒
で
な
い
の
を
嘆
い
て
し
ま
う

願
わ
く
は
夜
に
は
蝋
燭
と
な
-
、
美
し
い
容
姿
を
二
つ
の
柱
の
所
で
照
ら
し
た
い

あ
あ
朝
の
太
陽
の
光
が
差
し
込
む
と
、
蝋
燭
の
光
は
た
ち
ま
ち
消
え
失
せ
て
し
ま
う

願
わ
く
は
竹
に
は
扇
と
な
り
、
涼
し
い
風
を
柔
ら
か
な
手
に
含
ま
せ
て
上
げ
た
い

あ
あ
白
い
露
が
朝
方
降
り
る
時
に
は
、
襟
や
袖
を
思
い
な
が
ら
別
れ
て
し
ま
う

24



願
わ
-
は
木
に
は
桐
と
な
り
、
膝
の
上
の
音
色
の
い
い
琴
に
な
り
た
い

あ
あ
楽
し
み
が
尽
き
る
と
哀
し
み
が
来
て
、
終
に
は
私
を
押
し
や
っ
て
音
を
や
め
て
し
ま
う

こ
の
作
品
の
製
作
時
期
は
不
明
で
す
が
、
作
品
中
に
「
わ
が
田
園
生
活
に
は
暇
が
多
く
筆
を
執
っ
て
こ
れ
を
作
る
」
「
若
さ
が

夕
暮
れ
に
な
る
の
を
悼
み
へ
こ
の
歳
が
尽
き
よ
う
と
す
る
の
を
恨
む
」
と
言
う
の
に
よ
-
ま
す
と
、
田
園
に
帰
っ
た
四
一
歳
以
後
の

作
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
'
こ
ん
な
も
の
を
淵
明
は
書
い
た
の
か
、
と
思
わ
せ
る
衝
撃
的
な
作
品
で
す
。
三
〇
歳
こ
ろ
妻
を
亡
く
し
、

直
後
に
再
婚
し
た
淵
明
で
す
。
こ
れ
は
亡
-
し
た
妻
を
偲
ん
だ
作
品
だ
と
、
説
明
す
る
人
も
い
ま
す
。
淵
明
と
て
男
、
女
性
に
関
心

が
あ
っ
て
当
然
で
'
正
常
で
健
康
的
だ
と
見
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
自
分
の
情
を
包
み
隠
さ
ず
書
く
、
淵
明
の
も
の
を
書
-
主
張
を

見
る
思
い
が
し
ま
す
。

淵
明
が
こ
の
「
閑
情
の
航
」
で
本
当
に
願
う
こ
と
、
そ
れ
は
淵
明
の
性
に
巣
-
う
情
欲
を
満
た
し
て
く
れ
る
女
性
で
は
な
い
の
で

す
。
淵
明
は
時
間
の
移
り
変
わ
り
に
非
常
に
敏
感
で
'
特
に
死
に
は
敏
感
で
し
た
。
死
を
達
観
し
て
い
る
よ
う
で
達
観
し
切
れ
ず
、

酒
で
死
を
紛
ら
わ
し
た
り
、
山
や
川
や
花
や
鳥
で
紛
ら
わ
し
た
-
し
ま
し
た
。
情
欲
は
酒
や
山
・
川
・
花
・
鳥
の
言
い
換
え
で
、
情

欲
を
願
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
作
品
の
序
に
「
勝
手
な
表
現
に
な
ら
ぬ
よ
う
淡
泊
を
旨
と
し
へ
始
め
は
気
ま
ま
だ
が
終
わ

り
は
平
静
に
な
る
、
中
庸
の
道
か
ら
外
れ
た
邪
心
を
抑
え
て
、
世
の
中
を
訊
刺
す
る
一
助
と
し
た
い
」
と
言
う
の
が
、
こ
の
こ
と
を

よ
-
表
し
て
い
ま
す
。
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と
こ
ろ
で
へ
淵
明
の
1
連
の
詩
文
は
淵
明
の
生
存
中
、
ど
う
評
価
さ
れ
て
い
た
の
か
知
-
た
い
思
い
が
し
ま
す
が
、
そ
れ
に
応
え

て
く
れ
る
資
料
は
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
淵
明
に
酒
を
飲
ま
せ
て
-
れ
た
あ
の
顔
延
年
が
'
淵
明
の
死
を
悼
ん
で
書
い
た
文
章
に

「
詩
文
は
達
意
を
旨
と
し
て
い
る
」
と
い
う
一
文
が
あ
-
ま
す
。
原
文
は
「
文
は
指
達
を
取
る
」
で
す
。
こ
の
四
字
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
は
'
こ
れ
と
対
に
な
る
「
学
問
は
師
を
名
の
る
ほ
ど
で
は
な
-
」
と
合
わ
せ
考
え
ま
す
と
.
,
淵
明
の
詩
文
を
妃
め
た
言
葉
で
は

な
い
に
し
て
も
'
褒
め
称
え
た
言
葉
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
淵
明
の
死
を
悼
ん
だ
顔
延
年
の
文
は
、
序
文
が
七
八



句
、
本
文
が
二
六
句
か
ら
な
る
長
文
な
の
で
す
が
、
淵
明
の
詩
文
に
言
及
す
る
の
は
'
こ
の
四
字
し
か
な
い
こ
と
を
思
い
ま
す
と
'

そ
う
考
え
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
淵
明
の
詩
文
は
た
だ
達
意
を
旨
と
し
て
い
る
だ
け
で
'
そ
れ
以
外
何
も
な
い
と
い
う
冷
や

や
か
な
評
価
だ
と
思
い
ま
す
。
当
時
詩
文
に
求
め
ら
れ
た
の
は
'
達
意
以
外
に
語
句
の
新
鮮
さ
、
対
句
の
新
奇
さ
で
し
た
が
'
淵
明

の
詩
文
に
は
そ
れ
が
欠
け
て
い
た
t
と
い
う
の
で
し
ょ
う
。
淵
明
が
亡
-
な
っ
て
四
十
年
後
に
生
ま
れ
た
鍾
蝶
は
'
文
学
評
論
書
の

『
詩
品
』
を
著
し
へ
鍾
峰
以
前
に
は
淵
明
の
詩
文
は
「
田
舎
者
の
言
葉
」
と
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
ま
す
。
原
文
は

「
田
家
語
」
で
す
。
生
存
中
の
淵
明
の
詩
文
は
ど
う
も
芳
し
い
評
価
を
得
て
い
な
か
っ
た
と
結
論
し
て
よ
か
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
淵

明
の
詩
文
を
高
く
評
価
し
た
の
は
'
「
私
は
平
素
か
ら
淵
明
の
詩
文
が
好
き
で
'
手
か
ら
放
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
言
っ
て
『
陶

淵
明
集
』
を
編
纂
し
、
ま
た
そ
の
詩
文
八
篇
を
自
ら
編
纂
し
た
『
文
選
』
に
採
録
し
た
梁
の
昭
明
太
子
を
待
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
淵
明
の
詩
文
は
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
に
「
陶
潜
集
十
巻
」
の
記
載
が
あ
と
王
朝
時
代
す
で
に
日
本
で
も
読
ま
れ
て

い
た
よ
う
で
す
。

さ
て
、
淵
明
は
「
五
柳
先
生
の
伝
」
で
「
自
分
の
書
い
た
詩
文
の
中
で
、
少
し
ば
か
-
わ
が
主
義
を
示
し
た
」
と
言
っ
て
い
ま
し

た
。
「
わ
が
主
義
」
の
中
身
は
い
っ
た
い
ど
ん
な
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
最
後
に
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
へ
淵
明
が
日
日
眺
め
て
い
た

腹
山
を
手
が
か
り
に
し
て
、
お
話
し
ょ
う
と
思
い
ま
す
。

症
山
は
淵
明
の
家
か
ら
見
る
と
南
側
に
あ
-
ま
し
た
の
で
'
淵
明
は
南
山
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
淵
明
の
詩
に
は
「
南
山
」
が
三
回
、

「
南
山
」
と
同
じ
「
南
嶺
」
「
南
阜
」
が
l
回
ず
つ
使
わ
れ
ま
す
が
、
最
も
人
口
に
胎
失
さ
れ
て
い
る
の
が
「
飲
酒
二
十
首
」
其
の

五
の
詩
で
す
。
淵
明
は
家
の
南
側
に
あ
る
腹
山
を
眺
め
て
、
日
日
を
送
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
何
を
考
え
て
日
日
症
山
を
眺
め
て
い

た
の
で
し
ょ
う
か
。
「
菊
を
(
小
屋
の
)
東
側
の
垣
根
の
あ
た
-
で
摘
み
と
-
'
ゆ
っ
た
-
し
た
気
分
で
南
側
の
山
を
見
る
、
山
の

雰
囲
気
は
(
う
す
暗
い
)
日
暮
れ
に
美
し
く
、
空
飛
ぶ
鳥
は
群
を
な
し
て
(
山
の
埠
へ
)
帰
る
へ
こ
の
中
に
こ
そ
真
意
が
あ
る
、
説

明
し
よ
う
と
思
っ
た
が
　
(
真
意
を
会
得
し
た
今
)
　
そ
の
言
葉
は
も
う
忘
れ
た
」
。
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「
ゆ
っ
た
り
し
た
気
分
で
南
側
の
山
を
見
る
」
の
原
文
は
「
悠
然
見
南
山
」
で
す
。
「
悠
然
」
の
意
味
は
「
は
る
か
遠
い
さ
ま
」
「
心

の
ゆ
っ
た
り
し
た
さ
ま
」
の
こ
と
で
す
。
「
悠
然
と
し
て
」
は
動
詞
の
「
見
る
」
を
修
飾
し
、
「
南
山
」
を
「
見
る
」
淵
明
の
形
容
な

の
で
す
が
、
同
時
に
体
言
の
「
南
山
」
も
修
飾
し
、
「
見
」
ら
れ
る
「
南
山
」
の
形
容
で
あ
る
と
、
読
む
人
も
い
ま
す
。
つ
ま
り
「
悠

然
」
と
し
て
「
悠
然
」
た
る
「
南
山
」
を
「
見
る
」
と
読
む
の
で
す
。
塩
山
が
「
悠
然
」
と
し
て
お
-
、
そ
の
「
悠
然
」
た
る
腹
山

を
、
淵
明
は
「
悠
然
」
と
し
た
思
い
で
「
見
」
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
淵
明
と
庇
山
が
一
体
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
,

嵯
山
は
淵
明
と
1
体
化
さ
せ
て
-
れ
る
山
だ
っ
た
の
で
す
。

そ
う
だ
と
し
ま
す
と
'
「
飲
酒
二
十
首
」
其
の
五
の
冒
頭
に
「
粗
末
な
小
屋
を
構
え
て
俗
人
の
居
る
処
に
住
み
,
し
か
し
(
役
人

の
乗
る
)
車
や
馬
の
喧
し
さ
は
な
い
、
聞
い
て
み
る
が
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
で
居
ら
れ
る
の
か
と
、
心
を
遠
-
に
お
く
と
住
む
処
は

自
然
に
辺
都
に
な
る
の
だ
」
と
言
い
ま
す
の
も
、
庄
山
と
淵
明
が
一
体
に
な
っ
て
い
る
か
ら
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

で
は
痘
山
と
は
ど
ん
な
山
な
の
で
し
ょ
う
か
。
庇
山
は
T
山
の
名
で
は
な
-
、
九
十
九
の
峰
の
総
称
で
、
連
峰
の
名
で
す
。
こ
の

庄
山
連
峰
は
す
で
に
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
淵
明
の
家
か
ら
は
南
側
に
見
え
ま
す
。
も
の
の
本
に
は
'
腹
山
連
峰
は
三
千
万
年
前
に

形
造
ら
れ
、
二
百
万
年
前
は
氷
の
山
で
、
腹
山
と
い
う
名
は
周
代
の
匡
俗
と
い
う
者
が
こ
の
山
に
隠
れ
棲
み
'
定
王
(
在
位
紀
元
前

六
〇
六
～
紀
元
前
五
八
六
)
が
使
者
を
遣
っ
た
と
こ
ろ
、
す
で
に
仙
人
と
な
っ
て
立
ち
去
-
、
症
だ
け
残
っ
て
い
た
の
で
、
底
山
と

名
づ
け
、
匡
俗
に
因
ん
で
匡
山
・
匡
庇
と
も
言
う
と
あ
り
ま
す
。
庄
山
と
は
仙
人
の
腹
と
い
う
意
味
で
す
。

痘
山
連
峰
に
い
た
の
は
仙
人
だ
け
で
は
な
-
、
僧
侶
も
棲
ん
で
い
ま
し
た
。
「
大
元
十
l
年
(
三
八
六
)
,
薪
探
-
の
其
陽
と
い
う

者
が
い
た
、
こ
の
と
き
美
し
い
霞
は
林
に
か
か
-
、
夕
日
は
山
に
照
-
映
え
て
い
た
、
見
る
と
一
人
の
僧
侶
が
,
袈
裟
を
着
て
ぽ
つ

ん
と
巌
の
中
に
い
る
、
に
わ
か
に
裳
を
は
た
き
杖
を
振
り
動
か
し
'
崖
を
越
え
て
真
っ
す
ぐ
上
が
っ
て
行
く
、
夕
焼
け
空
を
お
し
わ

け
て
軽
-
あ
が
り
'
九
折
坂
か
ら
起
っ
て
一
気
に
め
ざ
す
、
白
い
雲
に
乗
っ
た
か
ら
に
は
'
仙
都
は
決
し
て
遠
く
は
な
い
」
(
湛
方

生
「
腹
山
神
仙
の
詩
の
序
」
)
と
あ
-
ま
す
。
堪
方
生
は
淵
明
よ
-
や
や
先
輩
に
当
た
り
ま
す
。
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腹
山
連
峰
は
南
北
二
九
ほ
;
'
東
西
l
六
巧
整
同
峰
は
漠
陽
峰
の
一
七
四
七
㍍
へ
五
人
の
老
人
が
肩
を
並
べ
た
形
の
五
老
峰
は
一

三
五
八
㍍
。
名
利
の
西
林
寺
・
東
林
寺
も
あ
-
ま
す
。
後
の
唐
代
の
白
居
易
の
詩
に
あ
る
「
遺
愛
寺
の
鐘
は
枕
を
傾
け
て
聴
き
、
香

炉
峰
の
雪
は
簾
を
挺
ね
上
げ
て
看
る
」
の
遺
愛
寺
・
香
炉
峰
は
庄
山
連
峰
の
北
側
に
あ
-
、
ま
た
李
白
が
「
飛
沫
が
真
っ
す
ぐ
三
千

尺
流
れ
落
ち
、
そ
の
様
は
ま
る
で
天
の
河
が
中
天
か
ら
落
ち
る
よ
う
だ
」
と
詠
ん
だ
渥
布
も
あ
り
ま
す
。

腹
山
連
峰
と
言
え
ば
名
僧
の
慧
遠
で
、
慧
遠
と
淵
明
と
は
深
い
縁
が
あ
-
ま
す
。
中
国
哲
学
研
究
者
の
福
永
光
司
氏
に
よ
り
ま
す

と
,
西
林
寺
は
淵
明
が
三
歳
の
時
に
祖
父
の
兄
の
範
が
建
て
て
'
慧
遠
の
兄
弟
子
の
慧
永
を
住
ま
わ
せ
、
淵
明
が
二
二
歳
の
時
に
慧

永
が
慧
遠
た
め
に
建
て
さ
せ
た
の
が
東
林
寺
だ
t
と
言
い
ま
す
。
東
林
寺
に
入
っ
た
慧
遠
は
、
淵
明
の
親
戚
の
張
野
や
淵
明
の
友
人

の
周
続
之
・
劉
遺
民
ら
十
八
人
を
集
め
て
、
白
蓮
社
と
い
う
仏
教
教
団
を
組
織
し
、
中
国
浄
土
宗
の
発
祥
地
と
な
る
の
で
す
が
へ
そ

の
基
盤
を
作
っ
た
の
は
,
実
は
淵
明
の
祖
父
の
兄
だ
っ
た
の
で
す
。
淵
明
も
白
蓮
社
へ
誘
わ
れ
た
と
す
る
説
も
あ
-
ま
す
が
'
誘
い

に
は
ど
う
も
乗
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
慧
遠
は
淵
明
よ
-
三
二
歳
年
上
で
す
が
'
次
の
逸
話
に
よ
り
ま
す
と
'
二
人
の
間
は
緊
密

だ
っ
た
よ
う
で
す
。
「
腹
山
の
東
林
寺
の
三
門
の
内
に
虎
渓
と
い
う
名
の
堀
が
あ
る
。
庇
山
に
住
ん
で
い
た
慧
遠
は
、
虎
渓
を
過
ぎ

て
人
を
見
送
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
淵
明
と
僧
侶
の
陸
修
静
を
見
送
っ
た
時
の
こ
と
、
話
に
夢
中
に
な
-
思
わ
ず
知
ら
ず
虎
渓
を

過
ぎ
て
い
た
。
三
人
は
互
い
に
顔
を
見
合
わ
せ
て
笑
っ
た
。
世
間
で
は
虎
渓
三
笑
と
言
っ
て
い
る
」
(
『
腹
山
記
』
)
。
白
蓮
社
へ
の
誘

い
に
は
乗
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
'
淵
明
と
慧
遠
及
び
仏
教
と
は
無
関
係
だ
と
は
言
い
切
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。

太
古
か
ら
の
由
緒
が
あ
り
へ
道
を
体
得
し
た
仙
人
・
僧
侶
が
棲
み
、
常
人
は
容
易
に
踏
み
込
め
な
い
、
深
山
幽
谷
の
俗
外
の
地
に

あ
る
,
霊
験
新
た
か
な
霊
山
が
,
L
J
山
連
峰
で
す
。
「
悠
然
」
と
存
在
す
る
霊
山
の
庄
山
連
峰
と
一
体
に
な
っ
た
淵
明
は
、
何
を
考

え
た
の
で
し
ょ
う
か
。

ぼ
ん
や
り
と
薄
暗
い
夕
暮
れ
の
、
腹
山
連
峰
が
醸
し
出
す
'
目
に
は
見
え
な
い
雰
囲
気
と
'
そ
の
雰
囲
気
が
辺
り
に
漂
う
時
に
、

鳥
た
ち
が
仲
間
と
と
も
に
噺
に
帰
っ
て
行
-
光
景
を
見
て
、
「
真
意
」
を
兄
い
だ
す
の
で
す
。
淵
明
の
詩
文
に
は
「
真
意
」
以
外
に
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「
真
を
含
む
」
「
真
に
任
す
」
「
真
想
」
「
真
を
養
う
」
「
真
に
復
る
」
の
よ
う
に
使
い
'
「
真
」
の
字
は
淵
明
の
思
想
を
理
解
す
る
キ
ー

ワ
ー
ド
の
一
つ
で
す
が
、
「
真
」
は
儒
家
が
使
用
す
る
語
で
は
な
く
道
家
の
語
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
す
。
「
真
意
」
は
い
ろ
い
ろ

に
解
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
道
家
の
別
の
語
に
置
き
換
え
ま
す
と
'
無
為
自
然
の
道
と
い
う
「
無
為
」
で
あ
り
「
自
然
」
で
あ
-
「
道
」

で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
が
、
彰
沢
の
知
事
を
辞
職
し
た
理
由
の
「
質
性
は
自
然
な
-
」
で
す
。
淵
明
は
こ
の
「
あ
る
が
ま
ま
の

性
質
」
を
「
わ
が
本
心
」
と
言
い
、
「
平
素
か
ら
の
志
」
と
も
言
っ
て
い
ま
し
た
L
t
私
は
「
自
然
」
を
「
無
為
」
「
真
」
「
道
」
に
、

さ
ら
に
「
自
由
」
「
自
在
」
の
語
で
言
い
換
え
ま
し
た
。
要
す
る
に
淵
明
は
庇
山
連
峰
の
雰
囲
気
と
光
景
に
、
若
い
こ
ろ
か
ら
日
日

も
ち
続
け
'
愚
直
な
ま
で
に
貫
き
通
し
た
「
自
然
」
つ
ま
-
「
真
」
を
確
認
し
た
の
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
自
然
」
「
真
」
を
貫

き
通
す
た
め
に
'
四
一
歳
に
し
て
役
人
を
捨
て
て
「
田
園
」
に
帰
-
、
腹
山
連
峰
と
一
体
と
な
っ
て
「
自
然
」
「
真
」
を
確
認
し
'

自
分
の
判
断
に
狂
い
は
な
か
っ
た
と
、
淵
明
は
思
っ
た
に
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

「
悠
然
」
と
存
在
す
る
霊
山
を
「
悠
然
」
た
る
思
い
で
「
見
」
て
い
る
と
、
淵
明
の
心
の
中
に
渦
巻
く
も
ろ
も
ろ
の
憂
い
は
消
え
、

心
が
安
ら
い
だ
に
違
い
あ
-
ま
せ
ん
。
淵
明
の
心
を
癒
し
、
生
き
る
活
力
を
-
れ
る
の
が
、
霊
験
新
た
か
な
霊
山
の
駐
山
連
峰
な
の

で
す
。「

自
然
」
「
真
」
は
言
葉
で
説
明
す
る
も
の
で
は
な
く
会
得
す
る
も
の
だ
と
言
い
、
「
自
然
」
「
真
」
の
意
味
合
い
を
会
得
し
た
今

は
へ
言
葉
は
忘
れ
て
し
ま
っ
た
と
言
い
ま
す
。
淵
明
に
と
っ
て
の
「
自
然
」
「
真
」
と
は
そ
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。

な
お
、
症
山
連
峰
に
「
見
」
え
る
の
は
、
「
鳥
」
だ
け
で
は
な
-
「
雲
」
も
「
見
」
え
ま
す
。
右
の
詩
に
は
「
雲
」
は
詠
み
ま
せ

ん
が
'
「
帰
去
来
」
に
「
雲
は
心
を
無
に
し
て
ほ
ら
穴
か
ら
出
て
い
き
'
鳥
は
飛
び
疲
れ
る
と
塀
へ
帰
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」
と

「
鳥
」
と
の
対
で
詠
ま
れ
る
「
雲
」
は
、
腹
山
連
峰
に
「
見
」
え
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
「
心
を
無
に
し
て
」
と
訳
し
た
原
文
は

「
無
心
」
で
す
。
「
無
心
」
も
道
家
の
語
で
、
「
自
然
」
「
無
為
」
「
真
」
に
通
じ
る
も
の
で
す
。
「
帰
去
来
」
に
「
南
側
の
窓
に
も
た
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れ
て
世
俗
を
見
-
だ
す
思
い
を
寄
せ
、
膝
が
入
る
ほ
ど
の
狭
い
処
が
落
ち
着
け
る
こ
と
を
実
感
す
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
南
側
の
窓
」

か
ら
腹
山
連
峰
の
「
鳥
」
や
「
雲
」
を
眺
め
て
、
淵
明
は
「
真
」
「
無
心
」
の
境
地
に
な
-
、
世
俗
を
見
-
だ
し
て
い
た
の
で
す
。

私
の
話
は
こ
れ
で
終
わ
り
ま
す
が
'
今
日
お
話
し
た
の
は
淵
明
の
全
容
で
は
な
-
、
最
初
に
申
し
ま
し
た
と
お
り
そ
の
一
端
で
あ

る
こ
と
を
、
改
め
て
お
断
り
し
て
お
き
ま
す
。
貧
窮
・
子
供
・
読
書
・
飲
酒
の
話
も
そ
の
〓
肺
で
す
。
今
日
全
-
お
話
し
な
か
っ
た

こ
と
で
、
淵
明
を
知
る
上
で
大
切
な
こ
と
を
二
つ
補
足
し
て
お
き
ま
す
。
一
つ
は
淵
明
は
本
身
と
分
身
を
設
定
し
て
、
自
己
の
多
面

性
を
分
析
し
た
り
凝
視
し
た
-
し
て
'
自
己
を
客
観
視
す
る
作
品
が
沢
山
あ
-
ま
す
。
も
う
一
つ
は
淵
明
が
肉
親
を
次
々
亡
く
し
た

こ
と
は
指
摘
し
ま
し
た
が
、
淵
明
は
死
に
関
し
て
沢
山
の
発
言
を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
こ
と
は
、
書
き
残
し
た
も
の
か
ら
推

測
し
ま
す
と
、
酒
を
飲
み
な
が
ら
考
え
、
庇
山
連
峰
を
見
な
が
ら
考
え
、
日
日
脳
裏
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

死
を
考
え
る
こ
と
は
、
当
然
生
を
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、
今
日
は
ま
た
淵
明
の
生
き
た
時
代
が
ど
う
い
う
時
代
で

あ
り
、
淵
明
以
前
の
時
代
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
も
、
ま
っ
た
-
言
及
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
役
人
と
田
園
の
間
を
行
き
来
す

る
へ
言
い
換
え
る
と
官
と
隠
の
間
を
行
き
来
す
る
へ
儒
教
と
道
教
の
間
を
行
き
来
す
る
の
は
、
特
異
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
、
こ
れ

に
つ
い
て
も
ま
っ
た
く
言
及
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
よ
う
な
淵
明
を
人
は
、
隠
逸
詩
人
と
か
田
園
詩
人
と
か
呼
び
ま
す
。
こ
の
呼
び
名
に
は
初
め
に
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
何
不

自
由
な
く
楽
し
く
、
日
日
の
ん
び
り
と
過
ご
し
た
、
楽
隠
居
と
い
う
印
象
が
強
い
の
で
す
が
、
淵
明
の
日
日
は
決
し
て
そ
ん
な
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
孤
独
の
詩
人
・
矛
盾
の
詩
人
・
世
俗
と
超
俗
と
を
合
わ
せ
持
っ
た
詩
人
な
ど
と
呼
ぶ
人
も
い
ま
す

が
、
こ
れ
と
て
淵
明
の
一
面
を
と
ら
え
て
の
呼
び
名
で
す
。
あ
え
て
私
が
言
い
ま
す
と
'
喜
怒
哀
楽
の
情
を
包
み
隠
さ
ず
正
直
に
言

う
、
ど
こ
に
も
い
る
ご
く
普
通
の
人
間
で
、
表
現
を
飾
る
当
時
の
流
行
に
乗
ら
な
い
で
、
思
う
こ
と
を
そ
の
ま
ま
詩
に
し
た
、
庶
民

詩
人
と
呼
ん
で
お
こ
う
と
思
い
ま
す
。
呼
び
名
を
付
け
る
の
は
勝
手
で
す
が
、
淵
明
は
墓
の
中
で
ど
う
思
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
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淵
明
が
付
け
て
欲
し
か
っ
た
呼
び
名
、
そ
れ
を
淵
明
の
使
っ
た
語
か
ら
探
し
ま
す
と
、
「
帰
園
田
居
五
首
」
其
の
一
に
あ
り
ま
し
た

「
守
拙
」
だ
ろ
う
と
思
い
、
「
守
拙
」
詩
人
と
呼
ん
で
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
「
守
拙
」
は
先
程
「
世
過
ぎ
の
拙
さ
を
守
る
」
と
訳

し
て
お
き
ま
し
た
が
'
「
拙
」
と
は
不
器
用
さ
・
要
領
の
悪
さ
で
、
そ
れ
を
大
事
に
守
-
抜
-
の
が
'
「
守
拙
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
守
拙
」
詩
人
。
愚
直
詩
人
と
呼
ん
で
も
い
い
か
と
思
い
ま
す
。

終
わ
-
ま
で
お
付
き
合
い
い
た
だ
き
ま
し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

(
本
稿
は
平
成
十
三
年
八
月
十
一
日
へ
第
四
十
二
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
の
講
話
に
、
相
応
の
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
)




