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【
論
文
】

大
沼
枕
山
の
作
品
に
お
け
る
陶
淵
明
像
と
『
歷
代
詠
史
百
律
』
の
性
質

大
村　

和
人

　
《
序
章
》
大
沼
枕
山
と
そ
の
『
歷
代
詠
史
百
律
』
に
つ
い
て

大お
お
ぬ
ま
ち
ん
ざ
ん

沼
枕
山
は
、
日
本
の
幕
末
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
活
動
し
た
漢
詩
人

で
あ
る
。
文
政
元
（
一
八
一
八
（
年
に
江
戸
で
生
ま
れ
た
が
、
十
歳
で

父
・
竹
渓
を
亡
く
し
た
あ
と
、
叔
父
で
尾
張
に
居
を
構
え
た
鷲
津
松
隠
の

も
と
に
身
を
寄
せ
た
。
十
八
歳
で
江
戸
に
戻
り
、
神
田
お
玉
ケ
池
に
玉
池

吟
社
を
開
き
後
進
の
指
導
に
当
た
っ
た
が
、
そ
の
一
方
で
梁
川
星
巌
の
門

に
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
り
、
漢
詩
人
と
し
て
頭
角
を
現
し
た
。
他
に
も

関
東
に
住
む
文
人
墨
客
と
盛
ん
に
交
流
し
、
二
十
七
歳
で
下
谷
御
徒
町
に

居
を
定
め
、
詩
社
で
あ
る
下
谷
吟
社
を
開
い
た
。
明
治
の
世
に
な
っ
て
も

公
職
に
就
く
こ
と
は
無
く
、
東
京
の
漢
詩
壇
の
大
御
所
と
し
て
存
在
感
を

発
揮
し
、
明
治
二
十
四
（
一
八
九
一
（
年
に
七
十
四
歳
で
没
し
た
。

彼
の
主
要
作
品
は
『
枕
山
詩
鈔
』
の
初
編
か
ら
三
編
に
ま
と
め
ら
れ
、

時
代
順
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、『
詩
鈔
』
未
収
録
の
作
品
も
少

な
か
ら
ず
あ
り
、
そ
の
中
で
『
歷
代
詠
史
百
律
』（
以
後
、『
詠
史
百
律
』

と
略
す
（
一
巻
は
、
中
国
の
前
漢
時
代
か
ら
南
宋
時
代
ま
で
の
、
帝
王
を

除
く
著
名
な
人
物
百
三
名
を
取
り
上
げ
、
各
人
を
七
言
律
詩
一
首
に
詠
っ

た
「
詠
史
詩
」
を
収
録
し
た
も
の
で
、
明
治
十
八
（
西
暦
一
八
八
五
（
年

に
刊
行
さ
れ
た（

一
（。
こ
の
刊
行
年
を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
連
作
は

枕
山
の
晩
年
に
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
注
一
に
一
部
を
挙
げ
た
よ
う

に
枕
山
研
究
は
少
な
く
な
い
が
、
こ
の
連
作
の
性
質
や
そ
れ
以
前
の
枕
山

の
作
品
や
思
想
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
論
じ
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。

「
詠
史
詩
」
と
は
文
字
通
り
歴
史
上
の
事
件
や
人
物
を
詠
っ
た
詩
歌
で

あ
る
。
こ
の
タ
イ
ト
ル
を
持
つ
現
存
最
古
の
作
品
は
後
漢
・
班
固
の
も
の

だ
が（

二
（、
作
品
数
が
飛
躍
的
に
増
大
し
た
の
は
、
魏
晋
時
代
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
、
南
朝
梁
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
、
先
秦
時
代
か
ら
南
朝
梁
時
代
ま
で

の
詩
文
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
『
文
選
』
の
巻
二
十
一
に
「
詠
史
」
と
い
う
項

目
が
立
て
ら
れ
、
十
名
の
詩
人
の
二
十
一
作
品
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
こ
の
時
期
ま
で
に
「
詠
史
詩
」
が
中
国
古
典
詩
の
世
界
に
お
け
る
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一
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
定
着
し
た
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
重
要

な
の
は
、「
詠
史
詩
」
で
歴
史
上
の
事
件
や
人
物
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
作
者
の
思
想
や
志
向
が
陰
に
陽
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る（

三
（。

ま
た
、
枕
山
の
『
詠
史
百
律
』
の
よ
う
に
、
取
り
上
げ
る
人
物
の
数
を
あ

る
程
度
決
め
て
、
選
別
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
作
者
の
思
想
の
影
響
を
強

く
蒙
る
。
更
に
、
取
り
上
げ
ら
れ
る
人
物
が
多
面
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ

ど
、
作
者
が
そ
の
人
物
の
ど
の
面
や
要
素
を
抽
出
し
、
ど
の
よ
う
に
詠
う

か
と
い
う
点
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

『
詠
史
百
律
』
が
取
り
上
げ
る
人
物
の
中
で
も
多
面
性
を
有
す
る
人
物

の
一
人
が
、
東
晋
時
代
か
ら
南
朝
宋
時
代
に
か
け
て
活
躍
し
た
詩
人
・
陶

淵
明
（
三
六
五
─
四
二
七
（
で
あ
り
、
こ
の
連
作
以
外
で
も
こ
の
人
物
を

枕
山
は
好
ん
で
取
り
上
げ
た
。
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
あ
る
特
定
の
歴
史

上
の
人
物
を
何
度
も
取
り
上
げ
る
こ
と
に
は
、
作
者
の
思
想
や
志
向
が
影

響
し
て
い
る
と
予
想
さ
れ
る
。
実
際
、
こ
れ
か
ら
詳
し
く
見
て
い
く
よ
う

に
、
作
中
の
枕
山
の
陶
淵
明
像
に
は
顕
著
な
特
徴
が
認
め
ら
れ
、
し
か
も

そ
こ
に
は
枕
山
の
行
動
原
理
と
言
う
べ
き
思
想
が
投
影
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
同
じ
枕
山
の
作
品
で
も
、『
詠
史
百
律
』
と
そ
の
他
の
「
詠
史
詩
」

と
で
は
内
容
の
傾
向
の
相
違
も
認
め
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
『
詠
史
百
律
』

の
中
の
一
首
「
陶
潛
」
と
、
陶
淵
明
を
詠
っ
た
枕
山
の
そ
の
他
の
作
品
を

取
り
上
げ
、
様
々
な
角
度
か
ら
分
析
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
こ
れ
ら
の
作

品
に
表
れ
た
陶
淵
明
像
の
特
徴
と
そ
こ
に
表
れ
た
枕
山
の
思
想
、
そ
し
て

『
詠
史
百
律
』
と
い
う
連
作
の
性
質
の
一
端
を
考
え
て
み
た
い
。

　
《
第
一
章
》『
歷
代
詠
史
百
律
』「
陶
潛
」

（
一
（
陶
淵
明
と
い
う
詩
人
の
多
面
性
に
つ
い
て

陶
淵
明
は
、
東
晋
時
代
の
詩
人
。
潯
陽
柴
桑
（
現
在
の
江
西
省
九
江
市

の
西
南
（
の
人
で
、
字
は
元
亮
。
或
い
は
名
を
潜
、
字
は
淵
明
と
す
る
説

も
あ
る
。
本
稿
で
は
通
例
に
従
っ
て
「
陶
淵
明
」
と
呼
ぶ
。
曾
祖
父
の
侃

は
晋
の
功
臣
で
、
死
後
に
大
司
馬
を
追
贈
さ
れ
た
が
、
淵
明
の
こ
ろ
に
家

運
は
傾
い
て
い
た
。
江
州
の
祭
酒
（
教
育
長
の
よ
う
な
職
（
に
起
用
さ
れ

る
が
、
す
ぐ
に
辞
任
し
た
。
東
晋
の
末
に
彭
沢
県
の
令
に
就
任
す
る
が
、

「
わ
ず
か
な
給
与
の
た
め
に
人
に
頭
を
下
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
不
為

五
斗
米
折
腰
（」
と
言
っ
て
ま
も
な
く
職
を
辞
し
、
帰
郷
し
た
。
劉
宋
の

時
代
に
な
っ
て
も
出
仕
を
断
り
、
郷
里
で
没
し
た
。
同
時
代
お
よ
び
南
朝

期
に
は
詩
人
と
し
て
あ
ま
り
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
唐
宋
時
代
か
ら
人

気
が
高
ま
り
、
後
述
の
通
り
そ
の
詩
風
は
平
易
で
あ
り
な
が
ら
含
蓄
が
あ

る
と
評
さ
れ
、
中
国
文
学
史
を
代
表
す
る
詩
人
の
一
人
に
数
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。

陶
淵
明
の
略
歴
は
右
の
通
り
だ
が
、
本
稿
の
研
究
の
基
礎
作
業
と
し

て
、
次
に
陶
淵
明
の
多
面
性
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
こ
う
。

第
一
に
、
陶
淵
明
と
い
え
ば
、
官
職
を
辞
し
て
故
郷
の
潯
陽
柴
桑
に

帰
っ
た
「
隠
逸
詩
人
」
と
し
て
の
姿
を
想
起
す
る
人
が
最
も
多
い
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
彼
が
好
ん
だ
と
い
う
酒
や
琴
、
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菊
・
柳
・
松
と
い
っ
た
草
花
樹
木
お
よ
び
そ
れ
ら
が
植
え
ら
れ
た
彼
の
自

宅
、
鳥
な
ど
の
動
物
、
白
雲
な
ど
の
自
然
の
景
物
と
廬
山
（
江
西
省
九
江

県
（
等
の
名
所
等
々
、
作
品
に
描
か
れ
た
様
々
な
モ
チ
ー
フ
も
陶
淵
明
と

共
に
読
者
の
脳
裏
に
刻
み
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
空
想
上
の

理
想
郷
を
描
い
た
彼
の
作
品
に
由
来
す
る
「
桃
花
源
」
も
作
者
と
共
に
記

憶
さ
れ
た
。

右
に
加
え
て
、「
虎
渓
三
笑
」
と
い
う
、
陶
淵
明
に
関
わ
る
画
題
が
日

中
の
伝
統
的
な
絵
画
で
好
ま
れ
た
こ
と
に
も
触
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。「
虎

渓
」
と
は
廬
山
東
林
寺
の
前
の
渓
谷
。
こ
の
寺
を
本
拠
と
し
た
高
僧
慧
遠

は
白
蓮
社
を
創
設
し
て
修
行
者
の
指
導
を
し
た
が
、
客
を
送
る
と
き
に
虎

渓
の
橋
を
越
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
あ
る
日
、
陶
淵
明
と
陸

修
静
の
二
人
が
訪
れ
、
帰
る
と
き
に
も
話
が
尽
き
ず
、
慧
遠
が
虎
渓
ま
で

見
送
り
に
き
た
が
、
気
が
つ
い
た
と
き
に
は
既
に
橋
を
渡
っ
て
い
た
の
を

三
人
が
大
笑
い
し
た
と
い
う
。
こ
の
故
事
は
史
実
と
し
て
疑
問
視
さ
れ
て

い
る
が
、
風
流
な
画
題
と
し
て
後
世
の
画
家
に
好
ん
で
描
か
れ
た
。
枕
山

の
『
詠
史
百
律
』「
慧
遠
」
も
こ
の
故
事
に
触
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ

に
登
場
す
る
慧
遠
と
陶
淵
明
に
劉
遺
民
を
加
え
た
三
人
が
「
潯
陽
の
三

隱
」、
潯
陽
近
辺
に
居
を
構
え
た
高
名
な
隠
者
三
人
、
と
呼
ば
れ
た
こ
と

も
付
け
加
え
て
お
く
。

右
の
故
事
に
登
場
し
た
慧
遠
は
仏
僧
で
、
陸
修
静
は
道
士
で
あ
っ
た

が
、
東
晋
か
ら
劉
宋
に
か
け
て
の
時
期
こ
そ
、
道
教
が
発
展
し
、
仏
教
が

人
々
の
間
に
広
ま
り
始
め
た
時
代
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
三
国
時
代
に
始
ま

り
、
老
荘
思
想
と
『
易
』
に
基
く
形
而
上
的
学
問
「
玄
学
」
お
よ
び
「
清

談
」
が
知
識
人
の
間
で
大
流
行
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
に
押
さ
れ
気

味
で
は
あ
っ
た
が
、
儒
教
が
依
然
と
し
て
政
治
を
支
え
て
い
た
。
こ
の
よ

う
に
陶
淵
明
が
生
き
た
時
代
は
、
多
彩
な
思
想
・
宗
教
が
多
様
な
か
た
ち

で
様
々
な
人
々
に
受
容
さ
れ
て
い
た
が
、
彼
自
身
が
最
も
心
寄
せ
て
い
た

と
思
し
き
思
想
は
老
荘
思
想
で
あ
っ
た
。
当
時
の
知
識
人
の
多
く
が
あ
く

ま
で
ス
タ
イ
ル
と
し
て
そ
れ
を
好
ん
で
い
た
の
と
は
異
な
り
、
彼
は
そ
れ

を
自
身
の
人
生
の
指
針
と
し
、
詩
歌
に
し
ば
し
ば
詠
っ
た
。

以
上
の
点
だ
け
を
見
れ
ば
、
陶
淵
明
が
あ
た
か
も
穏
や
か
な
隠
者
で

あ
っ
た
か
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
人
々
は
抱
く
か
も
し
れ
な
い
し
、
実
際

に
そ
の
よ
う
に
描
い
た
作
品
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
陶
淵
明
の
世
界

は
こ
れ
だ
け
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。

彼
は
隠
棲
し
た
と
言
っ
て
も
、
全
く
他
人
と
の
交
際
を
絶
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
彼
に
は
妻
も
子
も
お
り
、
当
時
と
し
て
は
非
常
に
珍
し
く
家
族

の
こ
と
も
し
ば
し
ば
作
品
に
描
い
た
。
士
大
夫
の
友
人
と
の
交
際
は
あ
っ

さ
り
と
し
た
気
の
置
け
な
い
も
の
を
旨
と
し
、
彼
は
近
所
の
農
民
と
も
親

し
く
交
わ
り
、
自
ら
農
具
を
手
に
取
り
、
農
作
業
に
従
事
し
た
こ
と
も
特

筆
さ
れ
る
。

ま
た
、
思
想
面
で
は
、
前
述
の
如
く
老
荘
思
想
に
基
く
人
生
観
を
披
瀝

す
る
一
方
で
、
儒
教
、
特
に
個
人
の
修
養
や
処
世
に
関
す
る
孔
子
の
こ
と

ば
に
共
感
を
寄
せ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
こ
と
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
よ
う
に
一
見
相
反
す
る
す
る
二
つ
の
思
想
が
一
人
の
人
間
の
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中
に
共
存
し
て
い
る
。

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
作
品
で
吐
露
さ
れ
る
心
情
に
も
矛
盾
や
揺
れ
が
認

め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
穏
や
か
に
見
え
な
が
ら
、
陶
淵
明
は
激
情
を
も
内

に
秘
め
て
い
た
と
思
し
い
。
彼
は
東
晋
時
代
に
生
ま
れ
、
そ
の
人
生
の
大

半
を
こ
の
時
代
で
過
ご
し
た
。
彼
の
曽
祖
父
・
陶
侃
は
東
晋
初
の
蘇
峻
の

乱
平
定
に
活
躍
し
た
功
臣
で
あ
り
、
死
後
に
大
司
馬
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
陶

淵
明
の
「
命
子
」
詩
に
も
こ
の
曽
祖
父
に
対
す
る
敬
慕
の
念
が
表
現
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
彼
は
自
分
の
曽
祖
父
が
支
え
た
晋
朝
の
終
末
を
目
撃
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
彼
は
ど
の
よ
う
な
態
度
を
取
っ
た
か
。『
宋
書
』
本

伝
に
よ
れ
ば
、
東
晋
滅
亡
後
、
陶
淵
明
は
作
品
の
日
付
を
記
す
の
に
劉
宋

の
年
号
で
は
な
く
、
干
支
を
用
い
た
と
い
う（

四
（。

こ
れ
は
新
王
朝
を
認
め
な

い
意
思
を
示
す
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
旧
朝
の
遺
臣
が
し
ば
し
ば
用
い
る
抵

抗
の
手
段
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
激
し
い
一
面
も
彼
は
持
ち
合
わ

せ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
、「
詠
荊
軻
」
に
見
え
る
荊
軻
へ
の
共
感
と
も
一

脈
通
じ
る
。
荊
軻
と
は
戦
国
末
期
に
自
分
を
認
め
て
く
れ
た
燕
国
の
太
子

の
恩
義
に
報
い
る
た
め
、
秦
王
（
後
の
始
皇
帝
（
を
暗
殺
し
よ
う
と
し
た

が
失
敗
し
て
殺
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。

そ
の
他
、
陶
淵
明
が
以
下
に
挙
げ
る
よ
う
な
作
品
を
残
し
た
こ
と
も
注

意
さ
れ
る
。『
文
選
』
に
一
首
の
み
収
録
さ
れ
て
い
る
「
擬
挽
歌
詩
三

首
」
で
は
、
自
分
の
死
と
納
棺
、
葬
送
、
埋
葬
ま
で
を
想
像
し
て
描
く
。

こ
れ
と
は
ま
た
趣
を
異
に
す
る
作
品
と
し
て
、「
讀
山
海
經
十
三
首
」
が

あ
る
。『
山
海
經
』
と
は
分
類
で
言
え
ば
地
理
書
な
の
だ
が
、
そ
こ
に
は

神
話
や
伝
説
に
類
す
る
記
述
が
多
く
、
数
多
く
の
神
霊
や
妖
怪
が
登
場
す

る
。
こ
の
よ
う
な
書
物
も
陶
淵
明
は
好
ん
で
読
み
、
し
か
も
そ
こ
に
登
場

す
る
異
界
や
神
霊
・
妖
怪
を
右
の
連
作
に
詠
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

も
関
係
し
て
い
る
の
か
、
不
思
議
な
現
象
や
怪
談
を
記
録
し
た
『
捜
神
後

記
』
の
作
者
と
し
て
陶
淵
明
の
名
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
実
情
に
つ
い

て
は
諸
説
が
あ
る
。　

右
の
二
作
品
と
は
ま
た
別
の
方
向
を
志
向
す
る
作
品
と
し
て
、「
閑
情

賦
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
賦
と
い
う
長
編
の
韻
文
の
ス
タ
イ
ル
を
用
い
、
女

性
の
衣
服
や
装
飾
物
に
な
り
た
い
と
い
う
語
り
手
の
願
望
を
縷
々
と
述

べ
、
最
後
に
は
そ
れ
を
打
ち
消
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
作

品
は
こ
れ
ま
で
に
挙
げ
て
き
た
陶
淵
明
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
あ
ま
り
に
か
け

離
れ
て
い
る
せ
い
か
、
彼
に
関
す
る
言
及
で
無
視
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く

な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
陶
淵
明
は
、
中
国
の
歴
史
を
通
観
し
て
も
稀
に
見
る

多
面
的
な
人
物
で
あ
っ
た（

五
（。

彼
を
作
品
に
取
り
上
げ
る
場
合
、
そ
の
ど
の

面
に
注
目
す
る
か
に
よ
っ
て
、
作
者
の
思
想
や
志
向
が
あ
る
程
度
表
れ

る
。
次
に
い
よ
い
よ
枕
山
『
詠
史
百
律
』
の
「
陶
潛
」
を
見
て
い
こ
う
。

（
二
（『
歷
代
詠
史
百
律
』「
陶
潛
」

ま
ず
は
原
文
を
掲
げ
る
。

彭
澤
歸
來
性
愈
眞
、
彭
澤
よ
り
歸
り
來
た
り
て　

性　

愈
よ
眞
な

り
、
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山
家
甲
子
舊
時
春
。
山
家　

甲
子　

舊
時
の
春
。

奇
哉
老
佛
中
間
世
、
奇
な
る
哉　

老
佛
中
間
の
世
に
、

有
此
羲
皇
以
上
人
。
此
の
羲
皇
以
上
の
人
有
り
。

托
酒
纔
臨
廬
頂
社
、
酒
に
托よ

せ
て
纔わ

ず

か
に
臨
む　

廬
頂
の
社
、

倚
松
深
避
石
頭
塵
。
松
に
倚
り
深
く
避
く　

石せ
き
と
う頭

の
塵
。

先
生
詩
律
唯
平
淡
、
先
生
の
詩
律　

唯
だ
平
淡
、

千
古
茫
茫
竟
罕
倫
。
千
古　

茫
茫　

竟
に
倫た

ぐ

ひ
罕
れ
な
り
。

第
一
句
の
「
彭
澤
」
と
は
今
の
江
西
省
北
部
に
あ
た
り
、
陶
淵
明
の
故

郷
・
柴
桑
か
ら
は
東
に
位
置
す
る
。
陶
淵
明
は
隠
居
の
費
用
を
稼
ぐ
た
め

に
親
戚
や
友
人
を
頼
っ
て
こ
こ
の
県
令
に
就
い
た
こ
と
が
あ
り
、
後
世
の

人
々
は
彼
の
こ
と
を
「
陶
彭
澤
」
と
も
呼
ぶ
。「
性
」
は
本
性
、
本
質
。

彼
は
「
歸
去
來
辭
」
序
に
お
い
て
職
を
擲
っ
て
隠
棲
し
た
理
由
に
つ
い
て

「
質
性
自
然
、
非
矯
勵
所
得
（
質
性
は
自
然
に
し
て
、
矯
勵
す
る
も
得
る

所
に
非
ず（

六
（（」、
私
の
本
性
は
率
直
自
然
で
、
そ
れ
を
曲
げ
て
ま
で
仕
事
を

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
う
。「
眞
」
は
陶
淵
明
の
文
学
世
界
に
お
け

る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
、
例
え
ば
「
連
雨
得
飲
詩
」
に
「
天
豈
去
此
哉
、
任
眞

無
所
先
（
天　

豈
に
此
［
酔
境
─
引
用
者
補
］
を
去
ら
ん
や
、
眞
に
任
せ

て
先
ん
ず
る
所
無
し
（」（
袁
注
本
一
二
五
頁
（
と
詠
う
。
こ
の
「
眞
」
と

は
注
五
に
挙
げ
た
福
永
光
司
氏
の
論
考
に
拠
れ
ば
老
荘
思
想
的
性
質
が
強

い
語
で
あ
り
、
名
詞
と
し
て
は
「
こ
の
世
界
に
お
け
る
本
来
的
な
る
も

の
、
絶
対
的
な
る
も
の
、
も
し
く
は
、
い
つ
わ
り
な
き
も
の
」
を
指
し

（
福
永
氏
前
掲
書
四
〇
一
頁
（、
陶
淵
明
に
お
い
て
彼
が
憧
憬
す
る
「
天
地

自
然
の
世
界
の
自
由
さ
、
い
つ
わ
り
な
さ
、
本
来
的
な
清
浄
さ
」
を
意
味

し
た
と
い
う
（
前
掲
書
四
〇
八
頁
（。
枕
山
の
こ
の
作
品
の
よ
う
に
、
人

間
の
本
性
を
形
容
詞
す
る
場
合
で
も
、
天
地
自
然
の
よ
う
に
「
本
来
的
で

あ
る
こ
と
」、「
い
つ
わ
り
な
い
こ
と
」、「
自
由
で
あ
る
こ
と
」、「
清
浄
で

あ
る
こ
と
」
と
解
釈
で
き
る
。

第
二
句
の
「
山
家
」
は
中
央
朝
廷
と
の
対
比
で
「
在
野
」
を
意
味
す

る
。「
甲
子
」
は
干
支
の
劈
頭
で
あ
る
が
、
こ
の
語
を
以
て
干
支
、
広
く

は
年
月
日
を
象
徴
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
東
晋
か
ら
劉
宋
に
代

わ
っ
た
あ
と
、
陶
淵
明
は
作
品
の
日
付
を
記
す
の
に
劉
宋
の
年
号
で
は
な

く
、
干
支
を
用
い
た
と
い
う
前
述
の
故
事
に
基
づ
く
。「
舊
時
春
」
は
昔

と
変
わ
ら
ず
に
春
を
過
ご
す
こ
と
。
こ
の
「
舊
時
」
は
「
新
王
朝
」
の
劉

宋
に
対
す
る
語
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
東
晋
時
代
を
指
す
。
従
っ
て
、
一

見
、
こ
の
句
は
穏
や
か
な
隠
逸
生
活
の
春
を
描
く
よ
う
で
い
て
、
実
は
陶

淵
明
の
東
晋
へ
の
忠
義
心
と
新
王
朝
へ
の
静
か
な
る
抵
抗
を
表
現
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
注
五
の
大
矢
根
氏
の
著
書
の
第
三
篇
に
よ
れ
ば
、
こ
の

よ
う
な
陶
淵
明
の
一
面
は
北
宋
時
代
の
こ
ろ
か
ら
注
目
さ
れ
始
め
た
と
い

う
。第

三
句
の
「
老
」
は
老
子
、
老
荘
思
想
を
指
し
、「
佛
」
は
仏
教
を
指

す
。
前
述
の
通
り
東
晋
時
代
に
は
老
荘
思
想
に
基
づ
く
「
玄
学
」
が
大
流

行
し
、
道
教
お
よ
び
仏
教
も
広
ま
り
始
め
て
い
た
。
第
四
句
の
「
羲
皇
」

は
伏
羲
を
指
す
。
伏
羲
は
古
代
の
伝
説
の
帝
王
、
三
皇
の
筆
頭
に
当
た

る
。
陶
淵
明
は
伏
羲
の
時
代
を
理
想
的
時
代
と
み
な
し
、
自
分
を
更
に
そ
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れ
以
前
の
時
代
の
人
の
よ
う
な
人
間
と
考
え
て
い
た
（「
與
子
儼
等
疏
」

「
常
言
五
六
月
中
、
北
窗
下
臥
、
遇
涼
風
暫
至
、
自
謂
是
羲
皇
上
人
」［
袁

注
本
五
二
九
頁
］（。
こ
の
詩
に
「
羲
皇
以
上
人
」
と
言
う
の
は
そ
の
こ
と

を
表
す
。
で
は
陶
淵
明
は
伏
羲
の
時
代
の
人
間
を
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に

捉
え
て
い
た
か
。
例
え
ば
「
勸
農
」
と
い
う
詩
の
冒
頭
で
彼
は
「
悠
悠
上

古
、
厥
初
生
民
、
傲
然
自
足
、
抱
樸
含
眞
（
悠
悠
た
る
上
古
、
厥
の
初
め

の
生
民
、
傲
然
と
し
て
自
足
し
、
樸
を
抱
き
て
眞
を
含
む
（」（
袁
注
本
三

四
頁
（
と
詠
い
、
伏
羲
の
時
代
を
含
む
「
上
古
」
の
時
代
の
民
は
他
人
に

卑
屈
に
な
る
こ
と
な
く
自
足
し
て
い
て
、
素
朴
で
純
真
な
心
を
保
持
し
て

い
た
、
と
称
え
る
。
こ
こ
で
も
上
古
の
民
の
形
容
と
し
て
「
眞
」
と
い
う

語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
が
注
意
さ
れ
る
。
こ
の
頷
聯
は
多
様
な
思
想
・

宗
教
が
入
り
乱
れ
て
い
た
東
晋
時
代
に
、「
羲
皇
」
以
前
の
「
上
古
」
の

人
間
の
よ
う
に
陶
淵
明
が
飾
り
気
無
く
素
朴
に
生
き
た
こ
と
に
対
す
る
賛

嘆
が
詠
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
故
事
は
日
本
だ
け
で
な
く
、
中
国
の
作
品
で

も
陶
淵
明
を
取
り
上
げ
る
際
に
は
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る（

七
（。

第
五
句
の
「
托
酒
」
の
「
托
」
は
か
こ
つ
け
る
。「
廬
頂
」
は
廬
山
の

頂
。
廬
山
は
現
在
の
江
西
省
九
江
市
の
南
部
に
位
置
す
る
名
山
。「
社
」

は
元
来
、
土
地
神
の
ほ
こ
ら
を
指
す
が
、
廬
山
は
慧
遠
を
中
心
と
す
る
仏

教
の
結
社
「
白
蓮
社
」
の
根
拠
地
で
も
あ
り
、
こ
の
「
社
」
は
白
蓮
社
を

指
す
。『
蓮
社
高
賢
傳
』
に
拠
れ
ば
、
陶
淵
明
も
慧
遠
か
ら
こ
の
結
社
へ

の
加
入
を
誘
わ
れ
た
が
、
飲
酒
が
許
可
さ
れ
れ
ば
行
く
と
言
い
、
慧
遠
も

そ
れ
を
認
め
た
の
で
白
蓮
社
に
赴
い
た
が
、
す
ぐ
に
眉
を
ひ
そ
め
て
去
っ

た
と
い
う（

八
（。

従
っ
て
、
こ
の
句
は
「
酒
に
か
こ
つ
け
て
廬
山
の
頂
に
あ
っ

た
白
蓮
社
に
赴
い
た
が
、
滞
在
は
短
時
間
で
そ
こ
に
加
入
す
る
こ
と
は
無

か
っ
た
」
こ
と
を
言
う
。『
蓮
社
高
賢
傳
』
に
陶
淵
明
が
白
蓮
社
に
結
局

加
入
し
な
か
っ
た
理
由
は
述
べ
ら
れ
な
い
が
、
枕
山
の
句
は
陶
淵
明
の
思

想
の
潔
癖
さ
を
称
え
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
も
陶
淵

明
の
「
眞
」
の
一
例
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

第
六
句
の
「
倚
松
」
の
「
倚
」
は
寄
り
か
か
る
、
あ
る
い
は
頼
る
。

「
松
」
は
「
孤
高
」
を
表
象
す
る
樹
木
で
、
陶
淵
明
の
文
学
世
界
で
も
頻

繁
に
登
場
す
る
。
例
え
ば
「
歸
去
來
辭
」
の
自
宅
を
描
写
し
た
場
面
に

「
撫
孤
松
而
盤
桓
」（
袁
注
本
四
六
一
頁
（
と
詠
い
、
庭
の
一
本
松
を
撫
で

て
そ
こ
か
ら
立
ち
去
り
が
た
い
、
と
い
う
。
こ
の
語
は
中
央
政
界
を
離
れ

て
隠
棲
し
て
い
た
こ
と
を
象
徴
す
る
。「
石
頭
」
は
石
頭
城
、
六
朝
の
首

都
・
建
康
の
揚
子
江
岸
に
築
か
れ
た
城
で
あ
る
。
建
康
防
衛
の
拠
点
で

あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
六
朝
の
首
都
の
異
名
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「
塵
」
と
は
俗
界
・
俗
事
を
表
象
し
、
陶
淵
明
も
作
品
中
に
し
ば
し
ば
用

い
た
（「
歸
園
田
居
詩
五
首
」
其
一
「
誤
落
塵
網
中
、
一
去
三
十
年
」［
袁

注
本
七
六
頁
］、「
飲
酒
詩
二
十
首
」
其
八
「
吾
生
夢
幻
間
、
何
事
紲
塵

羈
」［
袁
注
本
二
五
四
頁
］（。
ま
た
、『
世
説
新
語
』
輕
詆
篇
に
は
、
冶
城

に
居
た
王
導
が
、
大
風
が
塵
を
巻
き
起
こ
し
た
こ
と
に
か
こ
つ
け
、
石
頭

城
に
居
た
庾
亮
を
罵
っ
た
と
い
う
故
事
に
「
石
頭
」
と
「
塵
」
と
い
う
語

が
見
え
る（

九
（。
こ
こ
で
は
東
晋
打
倒
を
た
く
ら
む
劉
裕
を
東
晋
初
め
の
権

臣
・
庾
亮
に
重
ね
あ
わ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
陶
淵
明
の
時
代
は
東
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晋
か
ら
劉
宋
に
交
代
し
よ
う
と
し
て
い
た
き
な
臭
い
時
代
で
あ
り
、
彼
が

故
郷
に
隠
棲
し
て
、
遠
く
中
央
朝
廷
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
権
力
闘
争
を
避

け
よ
う
と
し
た
こ
と
を
こ
の
句
は
象
徴
的
に
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
頸
聯

は
陶
淵
明
の
世
界
の
主
要
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
「
酒
」「
松
」
を
用
い
て
関

連
す
る
故
事
を
扱
う
こ
と
に
よ
り
、
陶
淵
明
の
思
想
の
潔
癖
さ
と
、
そ
れ

を
守
ら
ん
が
た
め
に
最
大
の
俗
事
で
あ
る
政
治
の
混
乱
か
ら
逃
れ
て
隠
棲

し
た
こ
と
を
象
徴
的
に
詠
う
。

第
七
句
の
「
先
生
」
は
、
知
識
人
や
隠
者
に
対
す
る
敬
称
。
こ
こ
で
は

靖
節
先
生
、
す
な
わ
ち
陶
淵
明
を
指
す
。「
詩
律
」
は
元
来
詩
歌
の
規
則

や
格
調
を
意
味
す
る
語
だ
が
、
こ
こ
で
は
韻
文
作
品
を
指
す
。「
平
淡
」

は
、
あ
っ
さ
り
と
し
た
味
わ
い
。『
朱
子
語
類
』
巻
一
四
〇
「
論
文
下
」

に
拠
れ
ば
、
南
宋
時
代
の
大
儒
、
朱
子
は
陶
淵
明
の
詩
を
称
揚
し
、
そ
の

詩
歌
の
「
平
淡
」
は
作
者
の
本
性
に
由
来
す
る
と
評
し
た

（
一
〇
（。
こ
の
頃
か
ら

「
平
淡
」
は
陶
淵
明
の
詩
風
を
端
的
に
表
す
語
と
し
て
定
着
し
た
。
第
七

句
を
含
む
末
二
句
は
、
陶
淵
明
の
作
品
の
よ
う
な
あ
っ
さ
り
と
し
た
味
わ

い
を
も
つ
作
品
を
も
の
に
し
た
詩
人
が
、
遥
か
昔
か
ら
枕
山
の
時
代
ま
で

ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
か
っ
た
こ
と
を
言
う
。
詹
満
江
氏
に
よ
れ
ば
、『
詠

史
百
律
』
百
三
名
の
中
で
隠
者
は
何
人
か
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
陶

淵
明
に
至
っ
て
は
じ
め
て
詩
人
と
し
て
の
性
格
が
隠
者
に
付
加
さ
れ
る
と

い
う

（
一
一
（。

右
の
語
釈
を
踏
ま
え
て
、
日
本
語
訳
を
述
べ
る
。「
彭
沢
の
令
を
辞
し

て
故
郷
に
帰
っ
て
き
て
か
ら
、
陶
淵
明
の
本
性
は
ま
す
ま
す
率
直
に
な
っ

た
。
劉
宋
の
朝
廷
か
ら
遠
く
離
れ
た
住
ま
い
で
、
年
月
を
干
支
で
記
し
、

東
晋
時
代
と
変
わ
ら
ぬ
春
を
過
ご
し
て
い
た
。
奇
異
な
こ
と
だ
、
老
荘
思

想
や
仏
教
な
ど
の
思
想
・
宗
教
が
ひ
し
め
き
合
っ
た
時
代
に
、
伏
羲
氏
よ

り
前
の
時
代
の
よ
う
な
質
朴
な
人
で
彼
が
い
ら
れ
た
の
は
。
酒
に
か
こ
つ

け
て
廬
山
の
頂
に
あ
っ
た
白
蓮
社
に
赴
い
た
が
、
滞
在
は
短
時
間
で
そ
こ

に
加
入
す
る
こ
と
は
無
く
、
松
に
寄
り
か
か
っ
て
権
力
闘
争
に
明
け
暮
れ

る
都
の
塵
を
出
来
る
だ
け
避
け
よ
う
と
し
た
。
先
生
の
詩
の
風
格
は
、
彼

の
本
性
が
そ
の
ま
ま
表
れ
た
よ
う
な
あ
っ
さ
り
と
し
た
味
わ
い
が
あ
り
、

遥
か
に
時
を
隔
て
た
今
に
至
る
ま
で
、
彼
と
比
肩
で
き
る
詩
人
は
ほ
と
ん

ど
現
れ
な
か
っ
た
の
だ
」。

右
の
よ
う
に
本
作
品
は
陶
淵
明
の
持
つ
様
々
な
要
素
の
中
か
ら
、「
眞
」

な
る
本
性
、
隠
逸
、
政
治
へ
の
抵
抗
、
平
淡
な
詩
風
と
い
う
四
点
に
絞

り
、
幾
つ
か
の
故
事
や
、「
酒
」「
松
」
と
い
う
陶
淵
明
を
語
る
上
で
よ
く

取
り
上
げ
ら
れ
る
二
つ
の
モ
チ
ー
フ
を
用
い
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
と

基
本
的
に
は
総
括
さ
れ
る
。

　
《
第
二
章
》
他
の
詩
人
の
作
品
と
の
比
較

（
一
（
広
瀬
淡
窓
「
陶
淵
明
贊
」

枕
山
の
陶
淵
明
像
の
特
徴
を
別
の
角
度
か
ら
考
察
す
る
た
め
、
次
は
江

戸
時
代
の
他
の
詩
人
が
陶
淵
明
を
題
材
と
し
た
作
品
を
取
り
上
げ
、
枕
山

の
作
品
と
比
較
し
よ
う
。
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ま
ず
は
広
瀬
淡
窓
（
一
七
八
二
─
一
八
五
六
（
の
「
陶
淵
明
贊
」
を
見

よ
う
。
淡
窓
は
豊
後
日
田
生
ま
れ
の
漢
詩
人
。
青
年
期
に
亀
井
南
溟
・
昭

陽
の
下
で
詩
文
を
学
ん
だ
が
、
病
を
得
て
帰
郷
し
、
養
生
の
後
に
日
田
に

居
を
定
め
て
私
塾
を
開
き
、
研
究
と
教
育
に
専
念
し
た
。
弟
の
旭
荘
も
著

名
な
漢
詩
人
で
あ
る
。

曹
馬
劉
蕭
競
傚
顰
、
曹
馬
劉
蕭　

競
ひ
て
顰
に
傚
は
ん
と
し
、

唐
虞
揖
讓
未
全
眞
。
唐
虞　

揖
讓
し　

未
だ
全
眞
な
ら
ず
。

柴
桑
微
意
君
知
否
、
柴
桑
の
微
意　

君
知
る
や
否
や
、

自
喚
羲
皇
以
上
人
。
自
ら
喚
ぶ　

羲
皇
以
上
の
人
と

（
一
二
（。

第
一
句
は
、
漢
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
有
名
な
詩
人
た
ち
も
陶
淵
明
の
前

で
は
競
っ
て
倣
お
う
と
す
る
だ
ろ
う
と
詠
う
。「
曹
」
は
三
国
魏
の
詩
人
・

曹
植
、「
馬
」
は
前
漢
の
文
人
・
司
馬
相
如
、「
劉
」
は
曹
植
ら
と
文
学
的

交
友
関
係
を
結
ん
だ
建
安
七
子
の
一
人
・
劉
楨
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
三
者
は
陶
淵
明
以
前
の
人
物
で
あ
る
し
、
作
風
も
異
な
る
の
で
「
顰

に
傚
」
う
と
い
う
表
現
は
不
自
然
か
も
し
れ
な
い
が
、
文
学
者
と
し
て
高

い
評
価
を
得
た
「
曹
」「
馬
」「
劉
」
は
右
の
三
名
し
か
い
な
い
で
あ
ろ

う
。「
蕭
」
は
南
朝
梁
の
皇
族
に
し
て
詩
人
と
し
て
も
活
躍
し
、
陶
淵
明

の
文
学
を
好
ん
だ
蕭
統
・
蕭
綱
兄
弟
を
指
す
で
あ
ろ
う
。
前
三
者
に
蕭
統

兄
弟
を
追
加
す
る
の
は
や
や
奇
異
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
蕭
統
は
周
知
の
如
く
陶
淵
明
の
伝
記
の
作
者
で
あ
り
、
彼
の
名
が
主

編
者
と
し
て
記
さ
れ
る
『
文
選
』
に
も
陶
淵
明
の
代
表
作
が
収
録
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
そ
の
実
弟
・
蕭
綱
は
梁
代
の
艶
詩
の
主
導
者
で
あ
る
一

方
、
陶
淵
明
の
文
学
の
熱
烈
な
愛
好
者
と
し
て
も
知
ら
れ
る
（『
顔
氏
家

訓
』「
文
章
篇
」（。
右
の
よ
う
に
こ
の
句
は
漢
魏
晋
南
北
朝
文
学
史
上
最

高
の
詩
人
と
し
て
陶
淵
明
を
称
え
る
が
、
枕
山
の
よ
う
に
具
体
的
に
そ
の

詩
風
に
言
及
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
第
二
句
の
「
唐
虞
」
は
伝
説
の
聖

王
、
尭
（
陶
唐
氏
（
と
舜
（
有
虞
氏
（
を
指
す
。
彼
ら
自
身
が
非
常
に
慎

み
深
く
、
質
朴
な
人
柄
で
、
彼
ら
の
治
世
は
儒
教
に
お
い
て
理
想
的
な
社

会
で
あ
っ
た
と
尊
崇
さ
れ
た
。「
全
眞
」
は
本
性
の
完
全
な
る
「
眞
」
を

意
味
す
る
と
解
釈
さ
れ
る
が
、
第
二
章
ま
で
に
見
た
よ
う
に
、「
眞
」
は

枕
山
の
陶
淵
明
像
の
核
心
で
も
あ
っ
た
。
淡
窓
の
こ
の
句
で
は
古
の
聖
王

で
さ
え
も
陶
淵
明
に
は
へ
り
く
だ
り
、
彼
の
本
性
の
「
眞
」
に
は
及
ば
な

い
と
誇
張
し
て
表
現
す
る
。
第
三
句
の
「
柴
桑
」
は
陶
淵
明
の
隠
棲
地
、

こ
こ
で
は
隠
棲
と
い
う
行
動
自
体
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
微

意
」
は
外
か
ら
は
見
え
に
く
い
感
情
や
意
図
を
意
味
し
、
何
ら
か
の
批
判

を
含
意
す
る
こ
と
も
多
い
が
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
こ
の
語
が
示
唆
す
る

内
容
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
末
句
は
前
掲
の
羲
皇
の
故
事
を
詠
っ
て
お

り
、
枕
山
の
『
詠
史
百
律
』
に
先
行
す
る
こ
の
故
事
の
用
例
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

淡
窓
の
こ
の
作
品
は
、
漢
魏
晋
南
北
朝
文
学
史
に
お
い
て
陶
淵
明
の
詩

が
首
位
を
占
め
る
こ
と
、
古
の
聖
王
の
尭
・
舜
も
一
歩
譲
る
ほ
ど
に
本
性

が
「
眞
」
で
あ
る
こ
と
、
彼
の
内
面
世
界
の
深
さ
、
そ
し
て
「
羲
皇
以
上

の
人
」
で
あ
る
こ
と
を
彼
が
自
任
し
て
い
た
こ
と
を
詠
っ
て
作
品
を
締
め

く
く
っ
て
い
る
。「
眞
」「
羲
皇
以
上
の
人
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
取
り
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上
げ
る
点
は
枕
山
の
「
陶
潛
」
と
共
通
す
る
。
た
だ
、
既
に
述
べ
た
よ
う

に
陶
淵
明
の
詩
風
の
特
徴
を
具
体
的
に
指
摘
し
て
い
な
い
し
、
第
三
句
の

「
微
意
」
の
内
容
は
や
や
曖
昧
と
も
言
え
る
。
七
言
絶
句
と
い
う
作
品
の

短
さ
を
考
慮
し
て
も
こ
の
作
品
は
陶
淵
明
の
世
界
へ
の
踏
み
込
み
が
や
や

浅
い
が
、
枕
山
の
「
陶
潛
」
と
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
を
共
有
す
る
先
行
作
品

と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

（
二
（
成
島
柳
北
「
歸
去
來
圖
」

次
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
枕
山
と
並
び
称
さ
れ
る
幕
末
明
治
期
の
漢
詩

人
、
成
島
柳
北
（
一
八
三
七
─
一
八
八
四
（
の
「
歸
去
來
圖
」
で
あ
る
。

彼
は
幕
府
儒
官
の
家
に
生
ま
れ
て
漢
学
を
学
び
、
最
初
は
将
軍
に
侍
講
見

習
と
し
て
仕
え
、
そ
の
後
、
武
官
を
含
む
様
々
な
役
職
を
転
々
と
し
た
。

幕
府
の
瓦
解
後
、
柳
北
は
養
子
信
包
に
家
督
を
譲
り
、
明
治
五
年
に
は
欧

米
諸
国
を
歴
訪
し
、
各
地
の
風
俗
を
漢
詩
に
詠
っ
た
。
帰
国
後
、『
朝
野

新
聞
』
の
局
長
に
就
任
し
、
以
後
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
反
政
府
的

姿
勢
を
強
く
打
ち
出
し
て
論
壇
で
活
躍
し
た
が
、
明
治
十
七
年
に
四
十
八

歳
で
没
し
た
。「
歸
去
來
圖
」
は
陶
淵
明
の
代
表
作
の
一
つ
を
取
り
上
げ

た
絵
画
を
詠
っ
た
作
品
で
、
日
野
龍
夫
氏
の
推
定
に
よ
れ
ば
、
安
政
二

（
一
八
五
五
（
年
、
柳
北
十
九
歳
の
時
の
作
と
い
う

（
一
三
（。

彼
が
侍
講
見
習
と

し
て
は
じ
め
て
幕
府
に
出
仕
し
て
か
ら
二
年
目
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
後

に
親
交
を
結
ぶ
枕
山
と
は
こ
の
と
き
ま
だ
出
会
っ
て
い
な
い
。

松
菊
三
逕
屋
一
窩
、
松
菊
三
逕　

屋
一
窩
、

樽
有
濁
醪
田
有
禾
。
樽
に
は
濁
醪
有
り　

田
に
は
禾
有
り
。

歸
去
來
兮
為
底
事
、
歸
去
來
兮　

底
事
を
か
為
す
、

耘
耔
斟
酌
樂
亦
多
。
耘
耔
斟
酌　

樂
し
み
も
亦
た
多
し
。

醜
妻
痴
兒
怡
然
語
、
醜
妻
痴
兒　

怡
然
と
し
て
語
り
、

援
琴
而
歌
把
卷
哦
。
琴
を
援
り
て
歌
ひ　

卷
を
把
り
て
哦う

た

ふ
。

踽
踽
洋
洋
我
意
適
、
踽く

く踽
洋
洋　

我
が
意
適
ひ
、

療
得
折
腰
不
寧
痾
。
療い

や
し
得
た
り　

折
腰
不
寧
の
痾や

ま
ひ。

君
不
見
胡
馬
蹂
躪
中
原
草
、
君
見
ず
や　

胡
馬
蹂
躪
す　

中
原
の

草
、

典
午
社
稷
一
燭
蛾
。
典
午
の
社
稷　

一
燭
蛾
。

茂
弘
安
石
何
所
為
、
茂
弘
安
石　

何
の
為
す
所
ぞ
、

建
康
風
雲
淝
水
波
。
建
康
の
風
雲　

淝
水
の
波
。

衒
功
貪
名
無
遠
略
、
功
を
衒
ひ
名
を
貪
る
も
遠
略
無
し
、

辛
苦
却
成
亡
國
囮
。
辛
苦
し
て
却
っ
て
亡
國
の
囮
と
成
る
。

爭
若
先
生
手
中
一
盃
酒
、
爭い

か

で
か
若
か
ん　

先
生
手
中　

一
盃
の
酒

の
、

傾
來
陶
陶
滿
顏
酡
。
傾
け
來
た
れ
ば
陶よ

う
よ
う陶
と
し
て
滿
顏
酡あ

か

き
に
。

五
株
之
柳
東
籬
菊
、
五
株
の
柳　

東
籬
の
菊
、

寄
奴
風
塵
奈
君
何
。
寄
奴
の
風
塵　

君
を
奈
何
せ
ん
。

こ
の
作
品
は
一
韻
到
底
で
あ
る
が
、
内
容
上
、
三
部
構
成
で
あ
る
と
解

釈
で
き
る
。
第
八
句
ま
で
は
、
陶
淵
明
の
家
族
と
の
悠
々
自
適
の
隠
棲
生

活
を
様
々
な
モ
チ
ー
フ
を
盛
り
込
み
な
が
ら
描
く
。
古
詩
に
し
ば
し
ば
見
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え
る
読
者
へ
の
呼
び
か
け
の
語
「
君
不
見
」
か
ら
始
ま
る
第
九
句
か
ら
第

十
四
句
ま
で
は
晋
朝
の
危
機
に
言
及
し
、
王
導
（
字
は
茂
弘
（
と
謝
安

（
字
は
安
石
（
と
い
う
東
晋
の
功
臣
が
そ
れ
を
凌
い
だ
か
に
見
え
る
が
、

彼
ら
は
長
期
的
な
視
野
に
基
づ
く
政
策
は
打
ち
出
せ
ず
、
か
え
っ
て
滅
亡

の
種
を
蒔
い
た
よ
う
な
も
の
だ
と
批
判
す
る
。「
爭
若
」
で
始
ま
る
第
十

五
句
か
ら
末
句
ま
で
は
再
び
陶
淵
明
に
言
及
し
、
隠
居
に
お
い
て
酒
や
柳

お
よ
び
菊
を
愛
し
た
彼
に
政
治
家
た
ち
は
及
ば
な
い
と
い
い
、「
寄
奴
」

す
な
わ
ち
劉
裕
が
東
晋
を
滅
ぼ
そ
う
と
し
て
巻
き
起
こ
し
た
権
力
闘
争
さ

え
も
陶
淵
明
の
隠
棲
生
活
を
乱
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
詠
い
納
め
る
。

こ
の
作
品
で
は
松
、
菊
、
柳
、
酒
、
農
業
、
家
族
、
琴
、
世
事
と
隠
棲

生
活
と
の
対
比
等
、
第
一
章
第
一
節
で
挙
げ
た
陶
淵
明
の
数
多
く
の
要
素

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
が
制
作
さ
れ
た
と
思
し
き
幕
末
期
の
情

勢
の
影
響
を
受
け
た
の
か
、
陶
淵
明
の
「
歸
去
來
辭
」
で
は
あ
ま
り
強
く

は
打
ち
出
さ
れ
て
い
な
い
世
事
に
対
す
る
批
判
が
こ
こ
で
は
や
や
詳
し
く

詠
わ
れ
て
い
る

（
一
四
（。

も
は
や
こ
の
作
品
は
題
画
詩
と
い
う
よ
り
、
陶
淵
明
と

い
う
人
物
を
総
合
的
に
詠
っ
た
作
品
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
、
こ
の
作
品

は
日
本
漢
詩
に
お
け
る
陶
淵
明
と
い
う
人
物
の
最
大
公
約
数
的
イ
メ
ー
ジ

を
表
現
し
て
い
る
。
幕
府
の
儒
官
の
家
柄
に
生
ま
れ
な
が
ら
も
後
に
洋
学

に
も
関
心
を
持
つ
こ
と
に
な
る
柳
北
だ
が
、
そ
の
一
方
で
心
を
寄
せ
た

「
伝
統
」
的
な
漢
詩
の
風
流
の
一
典
型
が
こ
の
作
品
に
表
現
さ
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る

（
一
五
（。
幕
府
瓦
解
後
は
「
無
用
の
人
」
と
し
て
生
き
る
こ
と
を

選
ん
だ
柳
北
は
、
陶
淵
明
の
「
歸
去
來
辭
」
に
因
ん
で
隠
宅
を
「
松
菊

荘
」
と
名
づ
け
る
こ
と
に
な
る
が

（
一
六
（、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
社
会
に
出

て
、
積
極
的
に
明
治
政
府
批
判
を
行
っ
た
点
は
枕
山
と
対
照
的
で
あ
る
。

右
の
作
品
を
枕
山
の
作
品
と
比
較
す
れ
ば
、
隠
棲
と
世
俗
へ
の
批
判
と
い

う
内
容
や
「
松
」
や
「
酒
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
両
者
は
共
有
す
る
が
、

陶
淵
明
像
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
「
眞
」
や
詩
風
へ
の
言
及
が
柳
北
の
作
品

に
は
見
ら
れ
な
い
点
が
大
き
な
相
違
点
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

本
章
で
見
た
淡
窓
や
柳
北
の
作
品
と
枕
山
の
「
陶
潛
」
を
比
較
す
れ

ば
、
隠
棲
や
政
権
へ
の
反
抗
と
い
う
共
通
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
も

の
の
、
逆
に
枕
山
の
陶
淵
明
像
が
如
何
に
特
徴
的
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と

も
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
よ
う
。
特
に
柳
北
の
作
品
と
比
較
し
た
場
合
、
枕

山
の
作
品
で
は
農
業
や
家
族
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
ず
、
陶
淵
明
の
隠
逸
世

界
を
彩
る
様
々
な
動
植
物
や
景
物
も
あ
ま
り
描
か
れ
て
い
な
い
。
そ
し

て
、
陶
淵
明
の
「
羲
皇
」
以
前
の
人
の
よ
う
な
「
眞
」
な
る
本
性
と
隠

逸
、
新
王
朝
へ
の
抵
抗
、
お
よ
び
「
平
淡
」
な
詩
風
へ
の
賞
賛
に
要
点
が

絞
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、「
陶
潛
」
に
見
え
る
こ
の
陶
淵
明
像
は
こ
の
作
品
だ
け
の

も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
枕
山
が
陶
淵
明
を
取
り
上
げ
た
他
の
作

品
に
も
見
え
る
の
か
。
も
し
後
者
な
ら
ば
そ
の
根
底
に
は
ど
の
よ
う
な
思

想
が
あ
る
の
か
。
次
章
で
は
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た

い
。
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《
第
三
章
》
枕
山
の
理
想
と
作
品
に
お
け
る
陶
淵
明
像

（
一
（「
陶
淵
明
」（
慶
応
元
［
一
八
六
五
］
年
（

『
詠
史
百
律
』
以
外
に
、
枕
山
は
端
的
に
「
陶
淵
明
」
と
題
し
た
七
言

絶
句
も
残
し
て
い
る
。

歸
雲
倦
鳥
兩
悠
悠
、
歸
雲　

倦
鳥　

兩ふ
た

つ
な
が
ら
に
悠
悠
、

栗
里
風
烟
勝
石
頭
。
栗
里　

風
烟　

石
頭
に
勝
る
。

不
比
宋
家
皇
祚
短
、
比
せ
ず　

宋
家　

皇
祚
の
短
き
に
、

東
籬
老
菊
自
千
秋
。
東
籬　

老
菊　

自
ら
千
秋
。（
前
掲
『
詩
集　

日

本
漢
詩
』
一
七
・
五
四
〇
頁
、『
枕
山
詩
鈔
三
編
』
巻
之
中
（

第
一
句
「
歸
雲
」「
倦
鳥
」
の
二
語
は
と
も
に
帰
隠
を
象
徴
す
る
景
物

と
し
て
描
か
れ
、
そ
れ
ら
が
二
つ
な
が
ら
「
悠
悠
」
と
し
て
い
る
と
描

き
、
俗
世
間
を
離
れ
て
帰
郷
す
る
陶
淵
明
の
心
境
も
そ
こ
に
重
ね
合
わ
せ

ら
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
語
も
陶
淵
明
の
作
品
で
頻
繁
に

用
い
ら
れ
る
。
第
二
句
の
「
栗
里
」
と
は
こ
の
作
品
で
は
陶
淵
明
の
隠
棲

地
一
帯
を
意
味
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
風
烟
」
は
そ
こ
の

空
気
や
風
景
を
指
す
。
こ
の
句
で
も
「
石
頭
」
す
な
わ
ち
東
晋
と
劉
宋
の

都
で
俗
世
界
を
象
徴
す
る
建
康
と
、
隠
棲
地
と
が
対
比
さ
れ
、
後
者
に
軍

配
が
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
末
句
の
「
東
籬
」「
老
菊
」
は
自
宅
の
景
物
で

あ
る
。
こ
れ
ら
は
陶
淵
明
の
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
「
飲
酒
」
其
五
の
有

名
な
句
に
由
来
す
る
。
枕
山
の
こ
の
作
品
の
後
半
で
は
、
東
晋
に
代
わ
っ

た
が
短
命
に
終
わ
っ
た
劉
宋
王
朝
が
、
陶
淵
明
の
隠
棲
し
た
小
世
界
の
永

遠
性
に
及
ば
な
か
っ
た
と
結
論
付
け
る
。『
詠
史
百
律
』
の
「
陶
潛
」
で

は
劉
宋
の
年
号
で
は
な
く
干
支
で
年
を
記
し
た
こ
と
を
述
べ
て
陶
淵
明
の

劉
宋
へ
の
批
判
を
暗
示
し
て
い
た
が
、
こ
の
作
品
で
は
語
り
手
が
直
接
的

に
政
局
へ
の
批
判
を
述
べ
る
。
そ
の
他
、「
歸
雲
」「
倦
鳥
」「
栗
里
」「
風

烟
」「
東
籬
」「
老
菊
」
と
い
う
『
詠
史
百
律
』「
陶
潛
」
に
は
無
い
語
が

用
い
ら
れ
て
お
り
、
陶
淵
明
の
文
学
世
界
を
よ
り
象
徴
的
に
表
現
し
て
い

る
。
た
だ
し
、
こ
の
七
言
絶
句
で
は
陶
淵
明
の
作
品
由
来
の
語
句
の
列
挙

が
多
く
、
彼
の
作
品
に
寄
り
掛
か
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
そ
れ
に
し
て

も
、
陶
淵
明
が
隠
棲
し
た
こ
と
と
、
新
し
い
王
朝
に
批
判
で
あ
っ
た
と
い

う
要
素
は
、
枕
山
の
「
陶
潛
」
と
の
共
通
点
で
あ
る
。

こ
の
作
品
は
幕
末
に
制
作
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
信
夫
恕
軒
（
一
八
三
五

─
一
九
一
〇
（
の
「
大
沼
枕
山
傳
」（
以
後
、「
傳
」
と
略
す
（
は
晩
年
の

枕
山
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

晩
年
、
尤
も
道
徳
を
重
ん
ず
。
人
と
談
論
す
る
に
経
史
に
非
ざ
れ
ば

言
は
ず
。
最
も
忠
孝
節
義
の
事
を
喜
ぶ
。
娓
々
と
し
て
聴
く
べ
し
。

平
素
、
他
に
嗜
好
無
く
、
終
日
盃
を
手
に
し
て
、
詩
集
を
繙
き
、
古

人
を
尚
友
す
。
看
花
、
玩
月
の
外
は
復
た
門
を
出
で
ず
。
貌
痩
せ
て

長
し
。
首
髪
種
々
と
し
て
猶
ほ
能
く
髻
を
結
ふ
が
ご
と
し
。
一
見
し

て
旧
幕
府
の
逸
民
た
る
を
知
る
な
り
（
前
掲
『
漢
詩
文
集
』
三
四
一

頁
（。

こ
れ
は
枕
山
の
晩
年
の
描
写
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
枕
山
は
忠
孝
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節
義
等
の
儒
教
道
徳
を
好
み
、
人
と
話
を
す
る
に
も
儒
教
経
典
や
歴
史
の

こ
と
ば
か
り
を
取
り
上
げ
て
い
た
。
他
に
こ
れ
と
い
っ
た
好
み
も
な
か
っ

た
が
、
終
日
酒
盃
を
手
に
取
り
、
漢
詩
集
を
繙
き
、
古
の
詩
人
た
ち
と
そ

の
書
物
の
中
で
交
友
し
て
い
た
。
ま
た
、
花
見
や
月
見
以
外
で
は
外
出
せ

ず
、
容
貌
は
痩
せ
こ
け
て
背
が
ひ
ょ
ろ
り
と
高
か
っ
た
。
頭
髪
は
少
な

か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
ま
だ
丁
髷
を
結
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
人
は

こ
の
様
子
を
見
て
、
彼
が
江
戸
幕
府
の
時
代
か
ら
の
隠
者
と
分
か
っ
た
。

こ
の
最
後
の
髪
型
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
時
勢
と
新
政
府
に
対
す
る
彼
な
り
の

さ
さ
や
か
な
抵
抗
を
示
す
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
「
傳
」
が
描
く
枕
山
の
晩
年
の
姿
は
先
行
研
究
で
も
し
ば
し
ば
引

用
さ
れ
る
が
、
彼
が
実
際
に
晩
年
に
制
作
し
た
『
詠
史
百
律
』
の
「
陶

潛
」
で
描
い
た
、
出
仕
せ
ず
に
新
王
朝
に
対
す
る
静
か
な
抵
抗
を
見
せ
た

淵
明
の
姿
と
重
な
る
。

こ
の
陶
淵
明
の
態
度
へ
の
共
感
は
、
枕
山
が
幕
末
に
制
作
し
た
七
絶

「
陶
淵
明
」
で
既
に
表
明
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
二
（「
偶
感
」（
安
政
元
［
一
八
五
四
］
年
（

前
節
で
引
用
し
た
「
傳
」
が
描
く
よ
う
な
、
世
間
か
ら
距
離
を
置
き
、

古
の
書
物
の
世
界
に
沈
潜
し
よ
う
と
す
る
枕
山
の
意
志
は
、
前
節
の
「
陶

淵
明
」
よ
り
約
十
年
前
に
制
作
さ
れ
た
「
偶
感
」
で
も
詠
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
題
名
は
、
こ
の
作
品
が
時
事
等
に
触
発
さ
れ
、
作
者
の
感
慨
や
意
見

を
詠
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

孤
身
謝
俗
罷
奔
馳
、
孤
身　

俗
に
謝
し　

奔
馳
を
罷
め
、

且
免
竿
頭
百
尺
危
。
且し

ば
らく

免
る　

竿
頭
百
尺
の
危
を
。

薄
命
何
妨
過
壯
嵗
、
薄
命　

何
ぞ
妨
げ
ん　

壯
嵗
を
過
ぐ
る
を
、

菲
才
未
必
補
清
時
。
菲
才　

未
だ
必
ず
し
も
清
時
を
補
は
ず
。

莫
求
杜
牧
論
兵
茟
、
求
む
る
莫
か
れ　

杜
牧
の
兵
茟
（
筆
（
を
論
ず

る
を
、

且
撿
淵
明
飲
酒
詩
。
且
つ
撿
す　

淵
明
飲
酒
の
詩
を
。

小
室
垂
幃
溫
舊
業
、
小
室　

幃
を
垂
れ
て
舊
業
を
溫
め
、

殘
樽
㫁
簡
是
生
涯
。
殘
樽　

㫁
（
斷
（
簡　

是
れ
生
涯
。（
前
掲

『
詩
集　

日
本
漢
詩
』
一
七
・
四
八
八
頁
、『
枕
山
詩
鈔
二
編
』
巻
之

中
（

こ
の
七
言
律
詩
の
前
半
で
は
、
作
者
が
右
往
左
往
す
る
こ
と
（「
奔

馳
」（
を
や
め
て
世
俗
か
ら
離
れ
て
隠
棲
し
、
自
分
は
浅
学
菲
才
な
の
で

「
清
時
」
つ
ま
り
太
平
の
世
の
役
に
立
つ
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
と
詠

う
。
頸
聯
で
は
、
兵
法
書
と
し
て
名
高
い
『
孫
子
』
の
注
を
著
し
た
り
、

時
の
軍
事
を
論
じ
た
り
し
た
晩
唐
の
詩
人
・
杜
牧
の
よ
う
な
真
似
は
せ

ず（
一
七
（、

陶
淵
明
の
代
表
的
作
品
群
「
飲
酒
」
詩
を
精
読
す
る
と
い
う
。
第
七

句
で
は
自
宅
の
小
さ
い
部
屋
で
帳
を
下
ろ
し
て
「
舊
業
」、
つ
ま
り
古
の

偉
人
の
著
作
に
学
ぶ
と
い
う
。
そ
し
て
末
句
で
は
「
殘
樽
」
す
な
わ
ち
酒

と
「
㫁
簡
」
す
な
わ
ち
折
に
触
れ
て
制
作
し
た
作
品
こ
そ
が
自
分
の
生
涯

の
全
て
だ
と
詠
っ
て
作
品
を
締
め
く
く
る

（
一
八
（。

頸
聯
で
は
時
俗
を
論
じ
る
こ
と
よ
り
は
陶
淵
明
の
代
表
的
連
作
の
一
つ
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「
飲
酒
詩
」
を
読
む
こ
と
に
耽
溺
し
た
い
と
い
う
意
思
が
述
べ
ら
れ
て
お

り
、
世
俗
の
知
識
人
を
杜
牧
に
擬
え
、
陶
淵
明
と
対
比
さ
せ
る
表
現
が
珍

し
い
。
こ
の
第
六
句
と
第
七
句
の
「
溫
舊
業
」
も
前
掲
の
「
傳
」
の
言
う

「
詩
集
を
繙
き
、
古
人
を
尚
友
す
」
と
い
う
枕
山
の
姿
と
異
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
そ
の
「
古
人
」
の
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
陶
淵
明
な
の
で
あ

る
。
こ
の
作
品
に
お
け
る
陶
淵
明
は
そ
の
姿
を
描
く
と
い
う
よ
り
、
枕
山

が
尊
崇
し
、
時
俗
へ
の
抵
抗
と
し
て
耽
溺
す
る
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
。
た
だ
、
作
品
を
読
む
と
い
う
行
為
自
体
が
俗
世
か
ら
離
れ
た

境
地
を
目
指
す
こ
と
は
陶
淵
明
の
精
神
世
界
に
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る（
一
九
（。

従
っ
て
、
こ
の
作
品
で
枕
山
が
陶
淵
明
の
「
飲
酒
」
を
読
む
と
い
う

行
為
も
世
の
似
非
杜
牧
た
ち
へ
の
一
種
の
反
抗
で
あ
り
、
陶
淵
明
と
自
身

の
姿
を
重
ね
て
描
く
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

更
に
、
末
句
の
「
酒
と
作
品
制
作
こ
そ
が
我
が
人
生
だ
」
と
言
い
切
る

姿
勢
も
、「
傳
」
の
次
の
記
述
と
符
合
す
る
。

恕
軒
氏
曰
く
、
士
の
詩
稿
を
持
ち
て
先
生
に
就
正
せ
ん
と
す
る
や
、

先
生
夙
に
名
声
有
る
者
と
雖
も
毫
も
謙
譲
せ
ず
。
先
づ
硃
筆
を
把
り

て
後
之
を
閲
す
。
天
下
の
詩
柄
は
我
れ
覇
握
せ
り
と
謂
ふ
に
似
た

り
。
蓋
し
本
邦
の
詩
人
、
詩
学
の
博
き
、
詩
律
の
細
か
き
、
先
生
の

如
き
は
寥
々
指
を
屈
す
。
而
し
て
篇
什
の
富
め
る
、
既
に
枕
山
詩
鈔

十
巻
、
和
漢
詠
史
二
百
律
、
江
戸
名
勝
詩
等
有
り
。
今
は
必
ず
し
も

呶
々
せ
ず
。
惟
だ
其
の
晩
年
の
守
節
不
屈
は
、
古
君
子
の
風
有
り
。

余
、
詩
人
の
軽
薄
を
悪
む
毎
に
、
絶
え
て
相
往
来
せ
ず
。
独
り
先
生

に
於
い
て
の
み
、
詩
酒
徴
逐
、
殆
ど
虚
月
無
し
。
而
し
て
先
生
の
月

旦
、
是
に
於
い
て
か
定
ま
ら
ん
。（
前
掲
『
漢
詩
文
集
』
三
四
二
頁
（

こ
れ
は
「
傳
」
の
末
尾
に
記
さ
れ
る
恕
軒
の
論
賛
で
あ
る
が
、
文
学
活

動
と
酒
に
沈
潜
し
た
枕
山
の
姿
は
、『
詠
史
百
律
』
の
陶
淵
明
像
と
共
通

す
る
。
右
に
示
し
た
よ
う
に
「
偶
感
」
は
ペ
リ
ー
来
航
の
翌
年
、
国
防
論

が
日
本
中
で
議
論
さ
れ
て
い
た
時
期
に
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
全
国

の
至
る
と
こ
ろ
で
杜
牧
も
ど
き
の
人
物
が
口
角
沫
を
飛
ば
し
て
い
た
で
あ

ろ
う
。
周
知
の
如
く
こ
こ
か
ら
本
格
的
に
日
本
の
世
は
明
治
維
新
へ
と
動

い
て
行
く
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
中
に
は
「
軽
薄
」
な
人
物
も
い
た

こ
と
は
右
の
「
傳
」
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
枕
山
は
そ
の
よ
う
な
無
数
の

似
非
杜
牧
た
ち
か
ら
距
離
を
置
き

（
二
〇
（、
詩
歌
制
作
と
酒
に
沈
潜
し
よ
う
と
し

た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
作
品
で
は
、「
古
人
」
の
詩
を
読
む
と
い
う
行
為
と
詩
を
作
る
と

い
う
行
為
自
体
の
反
俗
性
を
詠
う
が
、
こ
の
こ
と
は
既
述
の
通
り
陶
淵
明

自
身
に
も
当
て
は
ま
る
行
動
で
も
あ
っ
た
た
め
、
枕
山
の
姿
に
陶
淵
明
が

重
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
枕
山
に
お
い
て
は
「
古
人
」
の

代
表
が
陶
淵
明
で
、
愛
読
し
た
作
品
は
そ
の
代
表
的
作
品
群
の
一
つ
「
飲

酒
」
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
作
品
で
は
多
層
的
に
陶
淵
明
が
取
り
扱
わ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
詠
史
百
律
』「
陶
潛
」
の
尾
聯
に
お
い
て
枕
山
は

陶
淵
明
の
詩
風
が
凡
百
の
詩
人
た
ち
の
追
随
を
許
さ
な
い
も
の
で
あ
る
こ

と
を
激
賞
し
て
い
る
が
、
そ
れ
か
ら
約
三
十
年
前
に
制
作
し
た
「
偶
感
」

で
は
既
に
陶
淵
明
と
自
身
の
文
学
活
動
が
反
俗
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
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詠
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
三
（「
飲
酒
」
其
一
（
安
政
三
［
一
八
五
六
］
年
（

前
節
で
取
り
上
げ
た
作
品
で
枕
山
は
、
世
俗
か
ら
距
離
を
置
い
て
隠
棲

し
、
陶
淵
明
の
「
飲
酒
」
詩
を
読
み
耽
り
、
自
身
で
も
詩
を
作
り
、
そ
し

て
酒
に
耽
溺
し
よ
う
と
い
う
意
志
を
詠
っ
て
い
た
。
そ
し
て
伝
記
資
料
に

よ
れ
ば
、
実
際
に
枕
山
は
そ
れ
を
実
践
し
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
ま
た
陶

淵
明
の
代
表
的
作
品
群
と
題
名
を
同
じ
く
す
る
「
飲
酒
」
と
い
う
作
品
も

制
作
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
も
「
輕
薄
」
な
時
人
へ
の
批
判
と
酒
へ
の
逃

避
を
詠
い
、
そ
れ
ら
の
行
動
の
根
底
に
存
す
る
思
想
の
核
心
を
垣
間
見
せ

る
。
こ
こ
で
は
其
一
を
挙
げ
る
。
こ
の
作
品
は
安
政
三
年
に
制
作
さ
れ
た

も
の
で
、
ペ
リ
ー
来
航
よ
り
三
年
後
、
輿
論
が
益
々
過
熱
の
度
を
増
し
て

い
た
し
て
い
た
時
期
の
作
で
あ
る
。

憶
我
少
年
日
、
憶
ふ　

我
が
少
年
の
日
、

距
今
僅
廿
春
。
今
を
距
つ　

僅
か
に
廿
春
。

當
時
讀
書
子
、
當
時
の
讀
書
子
、

風
習
頗
樸
醇
。
風
習　

頗
る
樸
醇
た
り
。

接
物
無
邉
幅
、
物
に
接
す
る
に
邉
幅
無
く
、

坦
卒
結
交
親
。
坦
卒　

交
親
を
結
ぶ
。

儒
冠
各
守
分
、
儒
冠　

各
の
分
を
守
り
、

不
追
紈
袴
塵
。
紈
袴
の
塵
を
追
は
ず
。

今
時
輕
薄
子
、
今
時
の
輕
薄
子
、

外
面
表
誠
純
。
外
面　

誠
純
を
表
す
。

纔
觧
弄
文
史
、
纔
か
に
文
史
を
弄
す
る
を
觧か

い

（
解
（
し
、

開
口
說
經
綸
。
口
を
開
け
ば
經
綸
を
説
く
。

問
其
平
居
業
、
其
の
平
居
の
業
を
問
ふ
に
、

未
曾
及
脩
身
。
未
だ
曾
て
脩
身
に
及
ば
ず
。

譬
猶
敗
絮
質
、
譬
へ
ば
猶
ほ
敗
絮
の
質
の
、

炫
成
金
色
新
。
炫
や
き
て
金
色
の
新
た
な
る
を
成
す
が
ご
と
し
。

世
情
皆
粉
飾
、
世
情　

皆
な
粉
飾
し
、

哀
樂
無
一
眞
。
哀
樂　

一
に
眞
な
る
無
し
。

只
此
醉
郷
内
、
只
だ
此
の
醉
郷
の
内
、

逺
求
古
之
人
。
逺
く
古
の
人
を
求
め
ん
。

小
兒
李
太
白
、
小
兒
は
李
太
白
、

大
兒
劉
伯
倫
。
大
兒
は
劉
伯
倫
。

隔
世
拚
同
飲
、
世
を
隔
て
て
同
飲
に
拚す

て
ん
。

我
醉
忘
吾
貧
。
我
れ
醉
ひ
て
吾
が
貧
を
忘
る
。（
前
掲
『
詩
集　

日

本
漢
詩
』
一
七
・
四
九
九
頁
、『
枕
山
詩
鈔
二
編
』
巻
之
下
（

内
容
に
拠
れ
ば
、
こ
の
作
品
は
三
つ
の
部
分
に
分
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
作
品
冒
頭
で
語
り
手
は
制
作
当
時
か
ら
二
十
年
前
の
「
讀
書
子
（
知

識
人
（」
を
回
想
す
る
。
第
七
句
に
よ
れ
ば
「
儒
冠
」
を
被
っ
て
い
た
と

い
う
か
ら
、
儒
者
を
指
す
。
特
に
ど
の
よ
う
な
点
が
思
い
出
さ
れ
る
か
と

い
え
ば
、
彼
ら
の
言
動
の
素
朴
さ
で
あ
っ
た
。
物
事
に
接
す
る
に
も
裏
表

が
無
く
、
真
率
に
人
々
と
交
際
し
た
。
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
「
分
」
を
守
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り
、
不
相
応
な
身
分
を
追
い
求
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
こ
こ
ま
で
往

年
の
儒
者
の
姿
を
描
き
出
し
、
次
に
は
作
品
制
作
時
の
「
輕
薄
子
」
へ
の

批
判
に
移
る
。
そ
の
「
輕
薄
子
」
た
ち
は
外
面
は
誠
実
で
純
粋
そ
う
に
振

舞
っ
て
は
お
り
、
少
し
学
問
か
ら
得
た
こ
と
を
弄
す
る
こ
と
を
覚
え
、
口

を
開
け
ば
す
ぐ
に
政
治
の
こ
と
を
し
た
り
顔
で
論
じ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の

平
素
の
言
動
に
つ
い
て
聞
く
と
、
身
を
慎
ん
で
行
動
す
る
と
い
う
こ
と
は

し
て
い
な
い
。
例
え
て
言
え
ば
、
中
身
は
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
綿
入
れ
の
着
物

を
、
飾
り
立
て
て
金
色
の
新
品
に
見
せ
か
け
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
前
掲
の
「
偶
感
」
や
注
二
〇
で
挙
げ
た
『
東
京
詞
』
の
一
首
で
戯
画

的
に
描
か
れ
た
当
時
の
俗
人
た
ち
の
姿
と
同
類
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状

況
は
「
輕
薄
子
」
た
ち
に
限
ら
な
い
。
世
間
の
多
く
の
人
々
の
実
情
も
同

様
で
、
み
な
上
辺
を
飾
っ
て
お
り
、
人
に
見
せ
る
感
情
に
は
少
し
も
真
実

味
が
無
い
。
そ
し
て
第
三
部
で
語
り
手
は
酒
酔
い
の
境
地
に
身
を
避
け
、

そ
こ
で
古
の
同
志
と
交
わ
る
こ
と
を
求
め
よ
う
と
す
る
。
そ
の
同
志
の
中

で
若
い
方
は
盛
唐
の
李
白
で
、
年
上
は
三
国
魏
の
劉
伶
で
あ
る
。
そ
し
て

語
り
手
は
彼
ら
と
共
に
酒
を
酌
み
交
わ
し
て
世
俗
を
捨
て
よ
う
と
い
い
、

酔
っ
払
っ
て
貧
し
い
こ
と
な
ど
は
忘
れ
て
し
ま
う
と
放
言
し
て
作
品
を
締

め
く
く
る
。

こ
こ
で
語
り
手
の
同
志
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
唐
の
李
白
に
つ
い
て
は
多

言
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
同
時
代
の
詩
人
・
杜
甫
が
当
時
の
酒
好
き
た

ち
八
名
を
取
り
上
げ
て
活
写
し
た
「
飲
中
八
仙
歌
」
に
李
白
も
含
ま
れ
て

い
る
し
、
実
際
に
李
白
の
作
品
の
中
で
酒
を
歌
っ
た
も
の
は
数
え
切
れ
な

い
。
劉
伶
は
三
国
魏
後
期
の
文
人
で
、
阮
籍
や
嵇
康
ら
と
共
に
「
竹
林
の

七
賢
」
の
メ
ン
バ
ー
に
数
え
ら
れ
る
。
そ
の
酒
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

は
『
世
説
新
語
』
に
収
め
ら
れ
、
老
荘
思
想
に
基
い
て
酒
の
徳
を
称
え
た

「
酒
德
頌
」
は
『
文
選
』
巻
四
十
七
や
『
古
文
眞
寶
』
に
収
録
さ
れ
て
い

る
。枕

山
は
こ
の
作
品
で
陶
淵
明
に
直
接
言
及
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
前

に
指
摘
し
た
よ
う
に
陶
淵
明
の
代
表
的
連
作
「
飲
酒
」
と
タ
イ
ト
ル
を
同

じ
く
し
て
お
り
、
陶
淵
明
の
思
想
や
文
学
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
確
実

で
あ
る
と
み
な
し
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
題
名
が
三
国
魏
・
阮
籍
の
代
表
作

「
詠
懷
」
や
『
唐
詩
選
』
の
冒
頭
に
置
か
れ
る
初
唐
・
魏
徴
の
「
述
懷
」

で
な
い
こ
と
は
重
く
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
に
、
こ
の
作
品
に
詠

わ
れ
て
い
る
時
俗
へ
の
鋭
い
批
判
と
同
志
を
古
人
の
中
に
求
め
よ
う
と
す

る
意
志
は
、
陶
淵
明
の
作
品
や
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
枕
山
が
陶
淵
明
を

詠
っ
た
作
品
と
共
通
す
る
テ
ー
マ
で
あ
る
。

枕
山
の
こ
の
作
品
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
理
想
的
に
描
か
れ
、

「
輕
薄
子
」
や
世
間
の
人
々
と
対
置
さ
れ
る
儒
者
た
ち
の
姿
で
あ
る
。
彼

ら
の
「
風
習
」
は
「
頗
る
樸
醇
」
で
、「
物
に
接
す
る
に
邉
幅
無
く
、
坦

卒　

交
親
を
結
」
ん
だ
と
枕
山
は
描
く
。
こ
の
「
樸
醇
（
純
朴
（」「
坦
卒

（
率
直
（」
と
い
う
語
だ
け
を
見
れ
ば
、
む
し
ろ
陶
淵
明
を
想
起
さ
せ
る
。

第
十
八
句
で
は
当
時
の
世
間
一
般
の
悪
弊
を
描
い
て
「
哀
樂
無
一
眞
」
と

い
う
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
俗
人
た
ち
と
比
較
さ
れ
る
、「
樸
醇
」
で
「
坦

卒
」
な
儒
者
た
ち
は
「
哀
樂
」
が
「
眞
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
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で
『
詠
史
百
律
』「
陶
潛
」
で
、
隠
棲
後
の
陶
淵
明
の
本
性
が
ま
す
ま
す

「
眞
」
と
な
っ
た
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
た
こ
と
を
再
度
確
認
し
て
お

こ
う
。
つ
ま
り
、
枕
山
の
中
で
は
「
眞
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
介
し

て
、「
樸
醇
」
で
「
坦
卒
」
な
儒
者
の
姿
と
陶
淵
明
と
が
重
ね
合
わ
せ
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
荒
唐
無
稽
な
思
い
つ
き
で
は
な
い
。
こ
こ
で
陶
淵
明
の
「
飲

酒
」
其
二
十
の
冒
頭
を
見
て
み
よ
う
。

羲
農
去
我
久
、
羲
農　

我
を
去
る
こ
と
久
し
く
、

舉
世
少
復
眞
。
舉
世　

眞
に
復か

へ

る
こ
と
少
な
し
。

汲
汲
魯
中
叟
、
汲
汲
た
り　

魯
中
の
叟
、

彌
縫
使
其
淳
。
彌
縫
し
て
其
れ
を
し
て
淳
な
ら
し
む
。（
袁
注
本
二

八
二
頁
（

冒
頭
句
の
「
羲
農
」
は
既
出
の
「
羲
皇
」
と
太
古
の
伝
説
の
帝
王
「
神

農
」
で
あ
る
。
こ
の
句
は
「
羲
皇
」
や
「
神
農
」
の
よ
う
な
時
代
が
語
り

手
か
ら
遠
く
過
ぎ
去
っ
た
こ
と
を
嘆
く
。
こ
れ
ら
伝
説
の
帝
王
の
治
世
が

ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
を
一
語
で
表
現
し
た
の
が
第
二
句
の
「
眞
」

で
あ
り
、
こ
れ
は
本
稿
で
度
々
取
り
上
げ
て
き
た
、
枕
山
の
陶
淵
明
像
の

キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。
既
述
の
通
り
、
陶
淵
明
自
身
も
こ
れ
ら
太
古
の
帝

王
の
時
代
の
人
々
は
虚
飾
無
く
、
純
朴
に
生
き
る
こ
と
の
出
来
た
平
和
な

時
代
で
あ
っ
た
と
捉
え
て
い
た
が
、
こ
こ
で
陶
淵
明
自
身
が
生
き
た
時
代

が
そ
の
よ
う
な
時
代
に
戻
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
嘆
く
。
第
三
句
の
「
魯

中
叟
」
は
春
秋
時
代
の
魯
国
出
身
で
、
儒
教
の
始
祖
と
さ
れ
る
孔
子
を
指

す
。
第
四
句
の
「
淳
」
は
「
醇
」「
純
」
に
通
じ
る
文
字
で
、
袁
行
霈
氏

の
注
は
『
淮
南
子
』「
齊
俗
訓
」
を
引
用
し
、「
淳
、
質
樸
淳
厚
。
…
（
中

略
─
引
用
者
（
…
與
眞
有
相
通
之
處
、
可
以
互
相
引
發
（
淳
と
い
う
文
字

は
質
朴
淳
厚
を
意
味
し
、
…
眞
と
い
う
文
字
と
意
味
が
通
じ
る
と
こ
ろ
が

有
り
、
こ
れ
ら
二
文
字
は
互
い
に
映
発
し
得
る
（」
と
解
説
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
解
釈
に
拠
れ
ば
、
第
三
・
四
句
は
孔
子
が
懸
命
に
努
力
し
て
乱

世
の
綻
び
を
取
り
繕
い
、「
羲
皇
」
や
「
神
農
」
の
治
世
の
よ
う
な
、

人
々
が
純
朴
で
真
率
な
時
代
を
一
時
的
に
復
活
さ
せ
た
と
称
え
る
。
第
五

句
以
降
は
こ
こ
で
引
用
し
な
い
が
、
孔
子
以
後
も
儒
教
が
「
羲
皇
」
や

「
神
農
」
の
よ
う
な
時
代
の
復
活
を
何
度
も
目
指
し
た
が
そ
の
た
び
に
挫

折
し
た
こ
と
を
嘆
き
、
絶
望
し
て
酒
に
逃
避
す
る
自
分
に
対
す
る
寛
恕
を

読
者
に
求
め
て
作
品
を
締
め
く
く
る

（
二
一
（。

こ
の
陶
淵
明
の
作
品
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
孔
子
に
始
ま
る
儒
教
が
目

指
し
た
の
は
「
羲
皇
」
や
「
神
農
」
の
よ
う
な
純
朴
な
時
代
の
復
活
で

あ
っ
た
と
捉
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
第
一
章
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、

陶
淵
明
は
主
に
老
荘
思
想
に
心
を
寄
せ
て
い
た
一
方
で
、
孔
子
の
思
想
の

一
部
に
も
共
感
し
て
い
た
。
注
五
の
福
永
氏
の
論
考
は
、
多
く
の
例
を
挙

げ
て
、「
彼
（
陶
淵
明
─
引
用
者
補
（
は
孔
子
に
対
し
て
敬
虔
な
思
慕
と

渇
仰
の
情
を
捧
げ
、
そ
の
遺
訓
の
実
践
に
対
し
て
誠
実
な
努
力
を
誓
っ
て

い
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
福
永
氏
前
掲
書
三
五
六
頁
参
照
（。

そ
の
よ
う
な
陶
淵
明
の
思
想
の
一
面
が
こ
の
作
品
で
焦
点
を
当
て
て
詠
わ

れ
て
い
る
。
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更
に
、
こ
こ
で
見
ら
れ
る
「
羲
皇
」
や
「
神
農
」
の
治
世
の
特
徴
を
表

す
「
眞
」「
淳
（
＝
醇
（」
と
い
う
語
は
、
枕
山
の
「
飲
酒
」
其
一
で
理
想

的
な
儒
者
を
形
容
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
点
も
見
逃
す
こ
と
は

で
き
な
い
。
ま
た
陶
淵
明
の
「
勸
農
」
で
も
理
想
と
す
る
「
上
古
」
の
民

が
「
樸
を
抱
き
て
眞
を
含
む
」
と
表
現
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
再
度
想
起
し

よ
う
。
枕
山
が
理
想
と
考
え
た
江
戸
の
儒
者
は
、
陶
淵
明
の
作
品
で
詠
わ

れ
た
、
孔
子
が
復
活
を
目
指
し
た
「
上
古
」
の
民
の
よ
う
で
あ
り
、「
性
」

が
「
眞
」
で
「
羲
皇
以
上
の
人
」
を
自
任
し
、
孔
子
の
思
想
に
も
共
感
し

た
陶
淵
明
の
姿
と
も
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

右
の
よ
う
な
理
想
的
な
儒
者
と
は
対
照
的
に
、
政
治
に
つ
い
て
議
論
す

る
「
輕
薄
子
」
に
「
其
の
平
居
の
業
を
問
ふ
に
、
未
だ
曾
て
脩
身
に
及
ば

ず
」
と
い
う
。
こ
の
「
脩
身
」
と
は
、
儒
教
、
特
に
朱
子
学
で
「
平
天

下
」
と
い
う
最
終
目
標
に
達
す
る
た
め
の
出
発
点
に
据
え
ら
れ
る
個
人
の

段
階
を
指
す
。
こ
の
こ
と
は
四
書
の
一
つ
『
大
學
』
に
由
来
す
る

（
二
二
（。
要
す

る
に
天
下
を
平
和
に
す
る
に
は
ま
ず
一
個
人
が
そ
の
身
を
修
め
る
こ
と
か

ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
こ
そ
が
儒
教
の
政
治
論
・
社
会
論
の

出
発
点
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
幕
末
明
治
初
期
の
人
々
は
自
分
の
修
養
や

言
動
を
さ
し
置
い
て
天
下
国
家
を
論
じ
て
お
り
、
彼
が
理
想
と
す
る
儒
者

像
か
ら
か
け
離
れ
て
い
た
と
枕
山
の
眼
に
映
っ
た
。
彼
は
危
惧
を
抱
い
て

そ
の
よ
う
な
時
勢
か
ら
身
を
避
け
よ
う
と
し
、「
古
人
」
と
の
「
尚
友
」

と
詩
酒
に
耽
溺
し
よ
う
と
し
た
。
彼
は
こ
の
「
飲
酒
」
其
一
で
自
身
の
思

想
に
基
づ
き
、
儒
教
思
想
に
親
和
的
な
陶
淵
明
の
一
面
を
抽
出
し
て
そ
の

口
吻
を
借
り
、
時
俗
へ
の
批
判
を
展
開
し
た
の
で
あ
る

（
二
三
（。

枕
山
の
「
飲
酒
」
其
一
に
つ
い
て
、
永
井
荷
風
（
一
八
七
九
─
一
九
五

九
（
は
『
下
谷
叢
話
』
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

（
鱸
（
松
塘
が
西
遊
の
途
に
上
っ
た
後
枕
山
は
古
河
に
遊
び
初
夏
家

に
帰
っ
た
。
そ
の
頃
（
安
政
三
年
（
の
作
に
「
飲
酒
」
と
題
す
る
五

言
古
詩
一
篇
が
あ
る
。
枕
山
は
年
い
ま
だ
四
十
に
至
ら
ざ
る
に
蚤
く

も
時
人
と
相
容
れ
ざ
る
に
至
っ
た
こ
と
を
悲
し
み
、
そ
れ
と
共
に
後

進
の
青
年
ら
が
漫
り
に
時
事
を
論
ず
る
を
聞
い
て
そ
の
軽
佻
浮
薄
な

る
を
罵
っ
た
の
で
あ
る
。
…
（
こ
こ
で
「
飲
酒
」
其
一
を
引
用
す
る

が
省
略
─
引
用
者
（
…
枕
山
が
こ
の
「
飲
酒
」
一
篇
に
言
う
と
こ
ろ

は
あ
た
か
も
わ
た
く
し
が
今
日
の
青
年
文
士
に
対
し
て
抱
い
て
い
る

嫌
厭
の
情
と
殊
な
る
所
が
な
い
。
枕
山
は
酔
郷
の
中
に
遠
く
古
人
を

求
め
た
（
前
掲
『
下
谷
叢
話
』
一
五
五
─
六
頁
（。

引
用
部
の
最
後
で
荷
風
は
「
枕
山
が
こ
の
『
飲
酒
』
一
篇
に
言
う
と
こ

ろ
は
あ
た
か
も
わ
た
く
し
が
今
日
の
青
年
文
士
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
嫌

厭
の
情
と
殊
な
る
所
が
な
い
」
と
は
言
う
。
但
し
、
注
意
す
べ
き
は
荷
風

が
こ
の
作
品
に
特
に
共
感
を
寄
せ
た
の
が
「
酔
郷
の
中
に
遠
く
古
人
を
求

め
た
」、
つ
ま
り
懐
古
趣
味
的
で
逃
避
的
な
点
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
枕
山
の
隠
棲
は
単
な
る
懐
古
趣
味
に
由
来
す

る
も
の
で
は
な
く
、
時
俗
へ
の
批
判
は
地
に
足
の
着
い
て
い
な
い
シ
ニ
シ

ズ
ム
や
反
抗
の
た
め
の
反
抗
で
は
な
い
。
儒
教
と
い
う
彼
に
と
っ
て
は
疑

う
べ
く
も
な
い
拠
り
所
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
の
作
品
に
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共
感
を
寄
せ
る
荷
風
が
言
及
し
な
か
っ
た
点
で
あ
る
が

（
二
四
（、

枕
山
の
隠
棲
と

作
品
に
お
け
る
陶
淵
明
像
の
基
底
に
あ
る
思
想
と
し
て
看
過
で
き
な
い
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
儒
教
の
右
の
社
会
観
は
明
治
大
正
期
く
ら
い
ま
で

の
多
く
の
知
識
人
に
は
共
有
さ
れ
て
き
た
で
あ
ろ
う
が
、
枕
山
の
よ
う
に

陶
淵
明
に
象
徴
さ
れ
る
隠
棲
と
密
接
に
繋
が
っ
て
い
た
と
は
必
ず
し
も
言

え
な
い
。
注
五
で
挙
げ
た
大
矢
根
氏
の
著
作
の
第
四
篇
は
歴
代
の
日
本
漢

詩
に
お
け
る
陶
淵
明
像
の
変
遷
を
辿
っ
て
い
る
が
、
枕
山
の
作
品
に
は
言

及
し
て
お
ら
ず
、
少
な
く
と
も
枕
山
に
お
け
る
陶
淵
明
像
は
日
本
漢
詩
で

は
主
流
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
度
々
指
摘
し
て
き
た
よ

う
に
枕
山
の
陶
淵
明
像
に
偏
り
が
あ
る
の
は
、
枕
山
が
本
節
で
述
べ
て
き

た
よ
う
な
儒
教
に
基
づ
く
自
身
の
理
想
と
重
な
る
点
を
陶
淵
明
の
多
面
的

世
界
か
ら
取
り
出
し
て
作
品
に
描
い
た
り
言
及
し
た
り
し
て
、
そ
れ
以
外

の
要
素
は
特
に
必
要
と
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ

る
。同

じ
く
大
矢
根
氏
の
著
作
の
第
三
篇
・
第
五
章
に
よ
れ
ば
、
中
国
で
は

清
代
に
な
っ
て
既
に
陶
淵
明
と
儒
教
と
の
関
わ
り
に
注
目
す
る
言
説
が
見

ら
れ
始
め
て
い
た
と
い
う
。
枕
山
の
こ
の
陶
淵
明
像
も
そ
の
影
響
を
受
け

た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
詩
歌
に
ま
で
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
詠
わ
れ

る
例
は
多
く
な
い
。
詩
歌
に
お
け
る
枕
山
の
陶
淵
明
像
は
、
同
時
代
の
清

代
の
陶
淵
明
像
を
借
り
た
ポ
ー
ズ
と
言
う
よ
り
は
、
や
は
り
彼
自
身
の
儒

教
に
基
づ
く
思
想
に
因
る
点
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
そ
の

彼
の
陶
淵
明
像
が
総
合
的
に
表
現
さ
れ
た
の
が
、『
詠
史
百
律
』
の
「
陶

潛
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
《
第
四
章
》
大
沼
枕
山
『
歴
代
詠
史
百
律
』
の
性
質
の
一
端

前
章
ま
で
は
、
枕
山
の
理
想
が
『
詠
史
百
律
』
と
そ
れ
以
前
の
作
品
に

描
か
れ
た
陶
淵
明
像
に
投
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。
本
章
で
は
逆

に
そ
れ
ら
の
作
品
の
差
異
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。

例
え
ば
、『
詠
史
百
律
』「
陶
潛
」
と
前
章
で
取
り
上
げ
た
「
陶
淵
明
」

は
詩
型
だ
け
で
な
く
、
語
句
の
点
に
お
い
て
も
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
具

体
的
に
言
え
ば
、
後
者
に
は
「
歸
雲
」「
倦
鳥
」「
栗
里
」「
風
烟
」「
東

籬
」「
老
菊
」
な
ど
、
陶
淵
明
の
文
学
世
界
に
欠
か
せ
な
い
語
が
見
ら
れ

る
が
、
こ
れ
ら
の
語
は
前
者
に
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
作
品
で
用
い
た
右
の

語
句
を
『
詠
史
百
律
』
で
も
流
用
す
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
し

か
し
、
現
実
に
枕
山
は
そ
う
し
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
陶
淵
明
の
も
つ
多
様

な
要
素
の
中
か
ら
限
ら
れ
た
も
の
を
厳
選
し
て
作
品
に
詠
っ
て
い
る
。
重

複
を
避
け
る
に
し
て
も
、
二
つ
の
作
品
で
陶
淵
明
を
描
き
分
け
る
際
、

『
詠
史
百
律
』
の
方
で
は
こ
の
連
作
の
特
徴
あ
る
い
は
制
作
の
方
針
が
影

響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
前
章
ま
で
と
視
点
を
変

え
、『
詠
史
百
律
』
と
そ
れ
以
外
の
枕
山
の
作
品
に
描
か
れ
た
陶
淵
明
の

描
写
を
比
較
し
、『
詠
史
百
律
』
と
い
う
連
作
の
性
質
の
一
端
を
考
察
し

よ
う
。

前
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
陶
淵
明
」
と
い
う
作
品
で
は
陶
淵
明
の
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作
品
に
見
ら
れ
る
名
詞
が
列
挙
さ
れ
、
彼
の
隠
棲
生
活
の
小
宇
宙
が
表
現

さ
れ
る
。
い
わ
ば
こ
れ
ら
の
景
物
が
配
さ
れ
た
隠
棲
の
空
間
を
主
に
描
く

こ
と
に
よ
っ
て
彼
の
隠
棲
を
象
徴
し
、
そ
れ
が
永
遠
に
人
々
に
記
憶
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
、
短
命
だ
っ
た
劉
宋
王
朝
と
対
比
す
る
。
ま

た
、
こ
の
作
品
で
は
後
世
の
者
の
視
点
に
立
脚
し
て
、
陶
淵
明
自
身
の
力

が
及
ば
な
い
死
後
の
影
響
へ
の
評
価
が
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
る
こ
と

も
特
筆
さ
れ
る
。

こ
れ
と
比
較
す
れ
ば
、『
詠
史
百
律
』「
陶
潛
」
で
は
陶
淵
明
自
身
の
本

性
や
行
動
自
体
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
。
第
一
句
目
で
帰
隠
し
て
か
ら

「
性
」
が
ま
す
ま
す
真
率
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
彼
の
本
性
を
言
っ
た

も
の
で
あ
る
。
第
二
句
目
の
「
甲
子
」
は
彼
が
劉
宋
王
朝
を
認
め
ず
そ
の

元
号
を
用
い
な
か
っ
た
抵
抗
を
表
現
す
る
。
第
三
・
四
句
は
彼
自
身
の
自

負
に
基
く
し
、
第
五
・
六
句
で
は
「
酒
」「
松
」
と
い
う
陶
淵
明
の
文
学

世
界
に
欠
か
せ
な
い
二
つ
の
モ
チ
ー
フ
を
用
い
つ
つ
、
そ
れ
は
景
物
で
は

な
く
積
極
的
な
動
作
の
道
具
と
し
て
描
か
れ
る
。
そ
し
て
尾
聯
で
は
彼
の

創
作
物
で
あ
る
詩
歌
に
言
及
し
、
そ
の
独
特
な
詩
風
が
永
遠
に
ユ
ニ
ー
ク

な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
賞
賛
し
て
作
品
を
締
め
く
く
る
。
尾
聯
で
は
文
学

史
上
の
陶
淵
明
の
位
置
に
も
言
及
す
る
が
、
こ
の
作
品
の
大
半
で
は
陶
淵

明
の
生
前
の
本
性
と
積
極
的
行
動
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
枕
山
の
『
詠
史
百
律
』
と
そ
れ
以
外
の
詠
史
詩
と
を

比
較
し
た
結
果
、
前
者
に
お
い
て
は
、
生
前
の
主
人
公
自
身
の
意
志
や
本

性
、
行
動
の
積
極
性
に
焦
点
を
当
て
る
特
徴
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
陶
淵
明
以
外
の
人
物
を
対
象
と
す
る
『
詠

史
百
律
』
中
の
作
品
で
も
同
様
の
傾
向
は
見
ら
れ
る

（
二
五
（。

　
《
終
章
》
大
沼
枕
山
の
思
想
と
陶
淵
明
像

本
稿
の
第
一
章
で
は
陶
淵
明
の
多
面
性
を
確
認
し
た
後
、
大
沼
枕
山
の

『
詠
史
百
律
』「
陶
潛
」
を
分
析
し
、
第
二
章
で
は
江
戸
時
代
の
他
の
詩
人

が
陶
淵
明
を
詠
っ
た
作
品
を
取
り
上
げ
、
枕
山
の
作
品
と
比
較
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
枕
山
の
陶
淵
明
像
の
特
徴
を
指
摘
し
た
。
第
三
章
で
は
『
詠

史
百
律
』「
陶
潛
」
以
前
の
幕
末
の
枕
山
の
作
品
に
見
え
る
陶
淵
明
像
を

分
析
し
、
彼
の
伝
記
資
料
等
を
参
照
し
な
が
ら
、
陶
淵
明
に
投
影
さ
れ
た

枕
山
の
思
想
を
探
っ
た
。
更
に
第
四
章
で
は
陶
淵
明
を
取
り
上
げ
た
枕
山

の
他
の
詠
史
詩
と
『
詠
史
百
律
』「
陶
潛
」
と
の
比
較
を
行
い
、
こ
の
連

作
の
特
徴
の
一
端
を
探
っ
た
。

前
述
の
ご
と
く
、
枕
山
は
明
治
維
新
後
も
仕
官
す
る
こ
と
は
な
く
、
詩

と
酒
の
日
々
を
送
っ
た
と
い
う
が
、
第
三
章
で
取
り
上
げ
た
作
品
で
彼
自

身
が
表
明
し
て
い
た
よ
う
に
、
決
し
て
政
治
に
無
関
心
で
あ
っ
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
儒
教
に
基
く
純
粋
で
潔
癖
な
理
想
的
政
治
思
想
を

抱
い
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
理
想
と
異
な
る
現
実
の
政
治
や
社
会
と
相
容
れ

ず
、
そ
こ
か
ら
距
離
を
置
こ
う
と
し
て
隠
棲
し
、
詩
酒
に
沈
潜
し
、
書
物

の
中
で
理
想
と
す
る
古
の
人
々
と
交
友
し
た
。
そ
し
て
彼
が
そ
の
よ
う
な

思
想
や
志
向
を
強
く
投
影
し
て
作
品
に
描
い
た
歴
史
上
の
人
物
の
一
人
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が
、
彼
よ
り
約
千
五
百
年
前
の
詩
人
・
陶
淵
明
で
あ
っ
た
。
先
行
研
究
に

よ
れ
ば
枕
山
は
宋
代
や
清
代
の
詩
人
の
影
響
を
受
け
た
と
さ
れ
る
が
、
東

晋
の
陶
淵
明
も
彼
の
中
で
は
特
別
な
人
物
で
あ
っ
た
。
陶
淵
明
は
極
め
て

多
面
的
な
人
物
で
あ
っ
た
が
、
枕
山
は
そ
の
中
で
焦
点
を
絞
り
、
作
品
に

お
い
て
独
特
な
陶
淵
明
像
を
造
型
し
た
。
中
で
も
「
飲
酒
」
其
一
で
は
枕

山
の
純
真
な
儒
教
信
奉
に
基
づ
き
、
陶
淵
明
の
「
飲
酒
」
其
二
十
を
下
敷

き
に
し
、「
眞
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
媒
介
に
し
て
、
理
想
と
す
る
儒

者
像
と
陶
淵
明
、
そ
し
て
「
上
古
」
の
民
の
姿
が
結
び
合
わ
さ
れ
て
お

り
、
世
俗
へ
の
批
判
と
、
志
を
同
じ
く
す
る
「
古
人
」
と
の
「
醉
郷
」
へ

の
逃
避
を
詠
う
。
こ
の
儒
教
的
要
素
は
そ
も
そ
も
陶
淵
明
の
精
神
世
界
に

存
し
た
も
の
で
あ
り
、
枕
山
は
自
身
の
思
想
に
基
づ
い
て
そ
の
要
素
を
抽

出
し
、
陶
淵
明
の
代
表
作
と
同
じ
題
名
の
作
品
で
、
陶
淵
明
の
口
吻
を
借

り
た
か
の
如
く
詠
い
、
自
身
の
隠
逸
を
支
え
た
思
想
を
示
し
た
。
そ
し
て

約
三
十
年
後
に
制
作
し
た
『
詠
史
百
律
』
の
「
陶
潛
」
で
も
「
飲
酒
」
其

一
と
同
じ
く
、
隠
棲
し
て
益
々
本
性
が
「
眞
」
と
な
り
、
世
俗
に
静
か
に

反
抗
し
た
陶
淵
明
を
描
い
た
。
ま
た
「
陶
潛
」
に
見
ら
れ
た
要
素
は
、
枕

山
が
そ
れ
以
前
に
陶
淵
明
を
描
い
た
他
の
作
品
、「
陶
淵
明
」
や
「
偶

感
」
に
も
認
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、「
陶
潛
」
は
彼
の
特
徴

的
な
陶
淵
明
像
が
総
合
的
に
描
か
れ
、
自
身
の
人
生
の
理
想
を
表
現
し
た

作
品
で
も
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

実
際
に
枕
山
は
社
会
か
ら
距
離
を
置
き
、
詩
酒
に
耽
溺
し
た
わ
け
だ

が
、
そ
の
こ
と
は
先
行
研
究
が
「
傳
」
等
に
基
づ
い
て
既
に
指
摘
し
て
い

る
こ
と
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
枕
山
の
言
動
を
支
え
た
儒
教
に
基
づ
く
思

想
が
、
幕
末
期
か
ら
明
治
期
に
彼
が
制
作
し
た
、
陶
淵
明
を
描
い
た
作
品

や
彼
に
言
及
し
た
作
品
に
表
現
さ
れ
、
他
の
詩
人
の
作
品
と
は
や
や
異
な

る
陶
淵
明
像
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
示
せ
た
こ
と
が
本
稿
の
さ
さ
や
か
な

成
果
の
一
つ
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
ま
た
、
枕
山
の
『
詠
史
百
律
』
が
他

の
詠
史
詩
と
は
趣
を
変
え
、
歴
史
上
の
人
物
が
生
前
に
如
何
な
る
意
志
や

本
性
に
基
い
て
如
何
に
行
動
し
て
足
跡
を
残
し
た
か
を
特
に
追
究
し
た
連

作
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
本
稿
第
四
章
で
は
示
す
こ
と
が
で
き
た
。

本
稿
で
は
枕
山
の
思
想
に
基
づ
い
て
独
特
の
陶
淵
明
像
が
作
品
に
詠
わ

れ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
ま
た
、『
詠
史
百
律
』
と
そ
れ
以
前
の
他
の
詠
史

詩
と
の
間
に
相
違
点
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
指
摘
し
た
。
た
だ
、
そ
の
よ

う
な
相
違
が
生
じ
た
理
由
は
、
そ
の
間
、
枕
山
の
詩
風
や
詩
作
に
対
す
る

姿
勢
に
変
化
が
生
じ
た
こ
と
に
も
求
め
ら
れ
る
と
予
想
さ
れ
る
が
、
本
稿

で
は
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
問
題
は
別
の
機
会
に
考
え
た

い
。

《
注
》

（
一
（　

大
沼
枕
山
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
汲
古
書
院
『
詩
集　

日
本
漢
詩
』
一

七
（
一
九
八
九
（『
枕
山
詩
鈔
』『
同
二
編
』『
同
三
編
』
の
影
印
本
に
拠
り
、

『
歷
代
詠
史
百
律
』
の
テ
キ
ス
ト
は
国
文
学
資
料
館
蔵
本
（
明
治
十
八
年
十

二
月
二
十
二
日
刊
（
を
使
用
し
た
。
彼
の
作
品
の
訳
注
選
集
と
し
て
、
岩
波

書
店
・
江
戸
詩
人
選
集
・
第
十
巻
『
成
島
柳
北
・
大
沼
枕
山
』（
日
野
龍
夫

注
、
一
九
九
〇
（
が
あ
る
。
枕
山
の
評
伝
等
で
現
在
で
も
入
手
し
や
す
い
の
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は
、
後
掲
の
信
夫
恕
軒
「
大
沼
枕
山
傳
」（
岩
波
書
店
・
新
日
本
古
典
文
学

大
系
明
治
編
二
『
漢
詩
文
集
』［
二
〇
〇
四
］ 『
恕
軒
遺
稿
』
巻
上
収
録
（
や

永
井
荷
風
の
『
下
谷
叢
話
』（
岩
波
書
店
、二
〇
〇
〇
。
初
出
は
一
九
二
六
（

の
他
、
今
関
天
彭
の
『
江
戸
詩
人
評
伝
集
二
─
詩
誌
『
雅
友
』
抄
』（
平
凡

社
東
洋
文
庫
、
二
〇
一
五
（、
富
士
川
英
郎
の
『
江
戸
後
期
の
詩
人
た
ち
』

（
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
二
〇
一
二
（
が
あ
る
。
ま
た
、
枕
山
研
究
の
論
文
は

少
な
く
な
い
が
、
詠
史
詩
に
関
す
る
も
の
と
し
て
は
、
濱
久
雄
「
大
沼
枕
山

の
詩
風
と
そ
の
詠
史
詩
」（
大
東
文
化
大
学
東
洋
研
究
所
『
東
洋
研
究
』
一

六
五
、
二
〇
〇
七
（、
詹
満
江
「
大
沼
枕
山
江
戸
時
代
末
期
の
詠
史
詩
に
つ

い
て
」（『
杏
林
大
学
外
国
語
学
部
紀
要
』
二
七
、
二
〇
一
五
（
参
照
。
濱
久

雄
氏
の
論
考
は
、
明
治
三
年
の
『
東
京
詞
』
事
件
後
、
韜
晦
の
選
択
を
余
儀

な
く
さ
れ
た
枕
山
が
詠
史
を
通
し
て
自
己
の
意
思
を
表
白
し
た
連
作
が
日
本

と
中
国
の
歴
史
上
の
有
名
人
物
を
取
り
上
げ
た
『
詠
詩
百
律
』
で
あ
っ
た
と

い
う
。
そ
の
他
、
枕
山
に
関
す
る
論
考
と
し
て
は
、
後
に
挙
げ
る
前
田
愛
氏

の
論
考
も
参
照
。

（
二
（　

吉
川
幸
次
郎
「
班
固
の
詠
史
詩
に
つ
い
て
」（『
全
集
』
六
［
筑
摩
書
房

一
九
六
八
］
所
収
。
初
出
は
一
九
五
七
（
参
照
。

（
三
（　

興
膳
宏
「
左
思
と
詠
史
詩
」（『
亂
世
を
生
き
る
詩
人
た
ち　

六
朝
詩
人

論
』［
研
文
出
版
、
二
〇
〇
一
］
収
録
、
初
出
は
一
九
六
六
（
参
照
。

（
四
（　
『
宋
書
』（
中
華
書
局
、
一
九
七
四
（
巻
九
三
・
本
伝
「
潛
弱
年
薄
宦
、

不
潔
去
就
之
迹
、
自
以
曾
祖
晉
世
宰
輔
、
恥
復
屈
身
後
代
、
自
高
祖
王
業
漸

隆
、
不
復
肯
仕
。
所
著
文
章
、
皆
題
其
年
月
、
義
熙
以
前
、
則
書
晉
氏
年

號
、
自
永
初
以
來
唯
云
甲
子
而
已
」。
以
下
、『
宋
書
』
の
テ
キ
ス
ト
は
こ
れ

に
拠
る
が
、
煩
を
避
け
る
た
め
に
頁
数
は
記
さ
な
い
。

（
五
（　

以
上
の
概
観
は
、
吉
川
幸
次
郎
『
陶
淵
明
傳
』（
新
潮
文
庫
、
一
九
五

八
（、
福
永
光
司
「
陶
淵
明
の
「
真
」
に
つ
い
て
」（『
魏
晋
思
想
史
研
究
』

［
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
］
収
録
、
初
出
は
一
九
六
三
（、
大
矢
根
文
次
郎

『
陶
淵
明
研
究
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
六
七
（、
岡
村
繁
『
陶
淵
明　

世
俗
と
超
俗
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、
一
九
七
四
（、
都
留
春
雄
『
陶
淵
明
』

（
筑
摩
書
房
・
中
国
詩
人
選
一
一
、
一
九
七
四
（、
松
枝
茂
夫
・
和
田
武
司

『
隠
逸
詩
人　

陶
淵
明
』（
集
英
社
・
中
国
の
詩
人　

そ
の
詩
と
生
涯
二
、
一

九
八
三
（、
小
尾
郊
一
『
中
国
の
隠
遁
思
想　

陶
淵
明
の
心
の
軌
跡
』（
中
公

新
書
、
一
九
八
八
（、
石
川
忠
久
『
陶
淵
明
と
そ
の
時
代
』（
研
文
出
版
、
一

九
九
四
（、
一
海
知
義
『
陶
淵
明
─
虚
構
の
詩
人
』（
岩
波
新
書
、
一
九
九

七
（、
安
藤
信
廣
他
『
陶
淵
明　

詩
と
酒
と
田
園
』（
東
方
書
店
、
二
〇
〇

六
（、
釜
谷
武
志
『
陶
淵
明　

距
離
の
発
見
』（
岩
波
書
店
・
書
物
誕
生 

あ

た
ら
し
い
古
典
入
門
、
二
〇
一
二
（
に
拠
っ
た
。

（
六
（　

袁
行
霈
『
陶
淵
明
集
箋
注
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
三
（
四
六
〇
頁
。

以
下
、「
袁
注
本
」
と
呼
び
、
陶
淵
明
の
作
品
の
テ
キ
ス
ト
は
こ
れ
に
拠
る
。

（
七
（　

例
え
ば
、
盛
唐
の
詩
人
で
、
陶
淵
明
に
私
淑
し
た
李
白
の
「
戲
贈
鄭
溧

陽
」
は
「
陶
令
日
日
醉
、
不
知
五
柳
春
。
素
琴
本
無
絃
、
漉
酒
用
葛
巾
。
清

風
北
窗
下
、
自
謂
羲
皇
人
。
何
時
到
栗
里
、
一
見
平
生
親
」（
清
・
王
琦
注

『
李
太
白
全
集
』［
中
華
書
局
、
一
九
七
七
］
五
四
一
─
二
頁
、
巻
一
〇
（
と

詠
い
、
第
六
句
で
「
羲
皇
」
の
故
事
を
用
い
て
い
る
。

（
八
（　

清
・
王
謨
『
増
訂
漢
魏
叢
書
』
二
（
大
化
書
局
、
一
九
八
三
。
清
乾
隆

五
十
六
年
金
谿
王
氏
刻
八
十
六
種
本
（
所
収
。
陶
淵
明
に
関
す
る
記
述
は
、

巻
末
の
「
不
入
社
諸
賢
傳
」
に
見
え
る
。

（
九
（　

余
嘉
錫
箋
疏
『
世
説
新
語
箋
疏
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
三
（

八
二
六
─
七
頁
・
輕
詆
篇
「
庾
公
權
重
、
足
傾
王
公
。
庾
在
石
頭
、
王
在
冶

城
坐
。
大
風
揚
塵
、
王
以
扇
拂
塵
曰
、
元
規
塵
汙
人
」

（
一
〇
（　
『
朱
子
語
類
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
六
（
三
三
二
四
頁
・
巻
一
四
〇

「
淵
明
詩
平
淡
出
於
自
然
」。
な
お
、
枕
山
も
自
身
の
詩
風
を
「
詩
歸
平
淡
厭

浮
華
（
詩
は
平
淡
に
歸
し
浮
華
を
厭
ふ
（」
と
詠
っ
た
こ
と
が
あ
る
（「
病
後

春
思
次
懷
之
韻
」［『
詩
集　

日
本
漢
詩
』
一
七
、
四
四
三
頁
、『
枕
山
詩
鈔
』



日本漢文学研究 14

— （（ —

巻
之
中
］（。

（
一
一
（　

詹
満
江
「
大
沼
枕
山
『
歴
代
詠
史
百
律
』
に
描
か
れ
た
隠
逸
の
形

象
」（『
杏
林
大
学
外
国
語
学
部
紀
要
』
三
〇
、
二
〇
一
八
（
参
照
。

（
一
二
（　
『
遠
思
樓
詩
鈔
二
編
』（『
詩
集　

日
本
漢
詩
』
第
十
一
巻
［
汲
古
書

院
、
一
九
八
七
］
三
〇
九
頁
（
卷
下
。

（
一
三
（　

日
野
龍
夫
注
『
成
島
柳
北
・
大
沼
枕
山
』
六
頁
。
作
品
引
用
も
こ
の

訳
注
本
に
拠
っ
た
。
こ
こ
で
付
言
す
れ
ば
、
前
田
愛
氏
の
「
枕
山
と
春
濤
─

明
治
初
年
の
漢
詩
壇
─
」（『
前
田
愛
著
作
集
』
第
一
巻
［
筑
摩
書
房
、
一
九

八
九
］
収
録
。
初
出
は
一
九
六
八
（
は
、
森
春
濤
や
柳
北
と
比
較
し
な
が

ら
、
枕
山
の
詩
壇
で
の
言
動
や
詩
風
の
特
徴
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る

が
、
枕
山
の
思
想
に
つ
い
て
は
踏
み
込
ん
で
い
な
い
。
本
稿
で
は
枕
山
の
作

品
に
見
え
る
陶
淵
明
像
の
分
析
を
通
し
て
、
彼
の
隠
棲
を
支
え
た
思
想
を
考

察
し
た
い
。
更
に
、
前
田
氏
に
は
「
成
島
柳
北
」
と
い
う
柳
北
の
詳
細
な
評

伝
も
あ
る
（
前
掲
書
所
収
、
初
出
は
一
九
七
六
（。

（
一
四
（　

前
掲
の
大
矢
根
氏
の
書
に
よ
れ
ば
、
陶
淵
明
の
晋
の
遺
臣
と
し
て
の

面
が
中
国
で
注
目
さ
れ
始
め
た
の
は
北
宋
時
代
の
こ
と
と
い
う
。
ま
た
、

M
atthew

 F
raleigh

「Plucking C
hrysanthem

um
s:N

arushim
a 

Ryuhoku and Sinitic Literary T
raditions in M

odern Japan.

」

（H
arvard U

niversity A
sia Center

、
二
〇
一
六
（
は
、
幕
末
の
幕
臣

で
、
戊
辰
戦
争
後
は
静
岡
で
私
塾
を
開
い
た
矢
口
謙
齋
を
取
り
上
げ
、
そ
の

態
度
と
作
品
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
謙
齋
が
明
治
政
府
に
仕

え
ず
、
陶
淵
明
の
よ
う
に
漢
詩
文
の
中
で
年
を
表
示
す
る
の
に
太
陽
暦
で
は

な
く
伝
統
的
な
干
支
を
用
い
た
こ
と
に
言
及
す
る
。
そ
し
て
十
九
世
紀
の
日

本
の
人
々
に
は
、
陶
淵
明
の
よ
う
に
隠
棲
す
る
こ
と
は
幕
府
に
対
す
る
忠
誠

を
示
す
主
要
な
態
度
で
あ
る
と
い
う
共
通
の
理
解
が
あ
っ
た
と
い
う
。

（
一
五
（　

注
一
四
で
挙
げ
た
矢
口
謙
齋
に
関
す
る
論
考
の
筆
者
、M

atthew
 

Fraleigh

氏
は
別
の
著
書
で
幕
末
か
ら
明
治
維
新
に
か
け
て
の
成
島
柳
北
の

役
割
と
彼
の
陶
淵
明
像
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
こ
の
著
作
に
よ
れ
ば
、
明

治
政
府
の
改
革
に
対
し
て
議
論
を
喚
起
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
転
身
し
た

柳
北
に
と
っ
て
、
陶
淵
明
は
冷
淡
な
隠
遁
者
で
は
な
く
、
新
た
な
社
会
革
新

に
向
け
て
積
極
的
に
活
動
す
る
仲
介
者
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
結
論
付

け
て
い
る
（『Plucking Chrysanthem

um
s:N

arushim
a Ryuhoku and 

Sinitic Literary T
raditions in M

odern Japan.

』（H
arvard U

niversity 
A

sia Center

、
二
〇
一
六
（（。
こ
の
著
作
の
第
二
章
で
は
「
歸
去
來
圖
」

も
取
り
上
げ
ら
れ
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
陶
淵
明
像
は
、
政
治
的
な
現
実
を

超
越
す
る
田
園
に
お
け
る
平
凡
な
喜
び
を
享
受
し
よ
う
と
す
る
柳
北
の
意
図

を
反
映
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
。
た
だ
し
、
こ
の
作
品
が
制
作
さ
れ
た

安
政
二
年
、
柳
北
十
九
歳
の
時
点
に
お
け
る
陶
淵
明
像
は
、
本
稿
本
文
で
述

べ
た
よ
う
に
、「
伝
統
」
的
な
陶
淵
明
像
か
ら
大
き
く
乖
離
す
る
わ
け
で
は

な
い
。

（
一
六
（　

前
田
氏
前
掲
書
四
〇
二
頁
「
成
島
柳
北
」
第
五
章
参
照
。
ま
た
、
こ

の
書
で
は
栗
本
鋤
雲
の
「
題
淵
明
先
生
燈
下
讀
書
圖
」
と
柳
北
の
「
松
菊
莊

記
」
と
を
比
較
し
、
両
者
の
陶
淵
明
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
相
違
に
つ
い
て

論
じ
て
い
る
。
但
し
、「
歸
去
來
圖
」
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

（
一
七
（　

但
し
、
枕
山
は
詩
人
と
し
て
の
杜
牧
を
否
定
は
し
て
い
な
い
。
内
田

賢
治
氏
の
「
大
沼
枕
山
と
杜
牧
」（『
国
語
国
文
』
八
〇
─
六
、
二
〇
一
一
（

参
照
。

（
一
八
（　
「
㫁
簡
」
は
切
れ
切
れ
の
書
物
と
い
う
意
味
で
も
用
い
ら
れ
る
が
、

枕
山
が
尊
重
し
た
古
籍
を
こ
の
意
味
で
用
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
こ
は

自
分
の
作
品
を
謙
遜
し
て
表
現
し
た
と
解
釈
し
て
お
く
。

（
一
九
（　

齋
藤
希
史
氏
の
「
隠
者
の
読
書
、
あ
る
い
は
田
園
の
宇
宙
」（『
漢
文

ス
タ
イ
ル
』［
羽
鳥
書
店
、二
〇
一
〇
］
収
録
。
初
出
は
二
〇
〇
四
（
参
照
。

（
二
〇
（　

信
夫
恕
軒
の
「
傳
」
は
明
治
初
期
の
枕
山
に
つ
い
て
ま
た
次
の
よ
う

に
記
す
。「
中
興
（
明
治
─
引
用
者
補
（
の
初
め
、
苟
く
も
一
芸
を
負
ふ
者



大沼枕山の作品における陶淵明像と『歷代詠史百律』の性質
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は
、
争
つ
て
出
で
て
官
に
就
く
。
先
生
退
然
と
し
て
杜
門
に
客
を
謝
し
、
敢

へ
て
権
貴
に
媚
び
ず
。
輒
ち
東
京
詞
三
十
首
を
賦
し
、
時
事
を
諷
詠
す
」

（
前
掲
『
漢
詩
文
集
』
三
三
九
頁
（。
明
治
維
新
後
、
人
々
は
何
か
一
つ
学
問

を
修
め
れ
ば
競
っ
て
官
職
に
就
い
た
。
し
か
し
枕
山
は
隠
棲
し
て
権
力
者
に

媚
び
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
「
東
京
詞
」
三
十
首
を
制
作
し
て
時

勢
を
諷
刺
し
た
と
い
う
。
こ
の
連
作
は
、
明
治
二
（
一
八
六
九
（
年
に
枕
山

が
制
作
し
、
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
の
一
首
で
は
次
の
よ
う
に

時
人
を
詠
う
。「
紛
紛
上
疏
各
圖
功
、
興
學
建
官
論
太
公
。
黃
口
市
童
皆
賈

誼
、
白
頭
村
叟
半
文
翁
（
紛
紛
た
る
上
疏　

各
の
功
を
圖
り
、
興
學　

建
官　

論
は
太は
な
はだ
公
な
り
。
黃
口
の
市
童　

皆
な
賈
誼
、
白
頭
の
村
叟　

半
ば
文
翁

な
り
（」（
木
下
彪
『
明
治
詩
話
』［
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
五
、
初
出
は
一
九

四
三
年
］
三
一
頁
（。
明
治
の
世
に
な
っ
て
多
く
の
人
が
政
治
に
対
す
る
意

見
を
お
上
に
奉
っ
た
が
、
そ
れ
は
自
分
の
功
と
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
あ
る

者
は
学
校
を
創
設
せ
よ
と
言
っ
た
り
、
ま
た
あ
る
者
は
新
た
に
官
職
を
作
る

こ
と
が
必
要
だ
と
言
っ
た
り
し
、
そ
れ
ら
の
内
容
は
分
不
相
応
の
公
的
な
も

の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
ま
だ
幼
い
こ
ど
も
で
さ
え
前
漢
の
賈
誼
の
よ
う
だ

し
、
白
髪
頭
の
村
の
老
人
た
ち
さ
え
も
前
漢
の
文
翁
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
佐

藤
要
人
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
作
品
は
明
治
二
年
に
政
府
が
「
待
詔
局
」
を
設

置
し
、
万
民
か
ら
広
く
意
見
を
聴
取
し
よ
う
と
し
た
政
策
を
取
り
上
げ
た
も

の
と
い
う
（『
東
京
詞
』［
太
平
書
屋
、
一
九
八
一
］
解
説
参
照
（。
こ
の
作

品
は
明
治
初
期
、
こ
ど
も
や
老
人
で
さ
え
み
な
政
治
を
論
じ
て
い
た
と
い
う

か
ら
、
そ
れ
以
外
の
青
年
・
壮
年
の
者
た
ち
は
推
し
て
知
る
べ
し
で
あ
ろ

う
。
枕
山
が
問
題
と
す
る
の
は
彼
ら
の
意
見
が
「
太
だ
公
」
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
そ
れ
が
「
各
の
功
を
圖
」
る
、
即
ち
私
利
私
欲
を
図
る
動
機
に
因
る

こ
と
で
あ
っ
た
。

（
二
一
（　

第
五
句
以
降
も
袁
注
本
に
拠
っ
て
引
用
し
て
お
く
。「
鳳
鳥
雖
不
至
、

禮
樂
暫
得
新
。
洙
泗
輟
微
響
、
漂
流
逮
狂
秦
。
詩
書
複
何
罪
、
一
朝
成
灰

塵
。
區
區
諸
老
翁
、
爲
事
誠
殷
勤
。
如
何
絕
世
下
、
六
籍
無
一
親
。
終
日
馳

車
走
、
不
見
所
問
津
。
若
復
不
快
飲
、
空
負
頭
上
巾
。
但
恨
多
謬
誤
、
君
當

恕
醉
人
」

（
二
二
（　
『
禮
記
』「
大
學
篇
」「
物
格
而
后
知
至
、
知
至
而
后
意
誠
、
意
誠
而

后
心
正
、
心
正
而
后
身
脩
、
身
脩
而
后
家
齊
、
家
齊
而
后
國
治
、
國
治
而
后

天
下
平
（
物
格
り
て
后
に
知
至
る
、
知
至
り
て
后
に
意
誠
な
り
、
意
誠
に
し

て
后
に
心
正
し
、
心
正
し
く
し
て
后
に
身
脩
ま
る
、
身
脩
ま
り
て
后
に
家
齊

ふ
、
家
齊
ひ
て
后
に
國
治
ま
る
、
國
治
ま
り
て
后
に
天
下
平
ら
か
な
り
（」

（
十
三
經
注
疏
本
［
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
七
］
一
六
七
三
頁
『
禮
記

正
義
』
巻
六
〇
（。
厳
密
に
言
え
ば
「
格
物
」
を
出
発
点
と
す
る
が
、「
格

物
」
か
ら
「
脩
身
」
ま
で
は
一
人
の
人
物
の
修
養
に
関
わ
る
こ
と
な
の
で
、

こ
こ
で
は
「
脩
身
」
の
一
語
で
代
表
さ
せ
た
。

（
二
三
（　

本
論
で
取
り
上
げ
な
か
っ
た
、
陶
淵
明
を
描
い
た
枕
山
の
他
の
作
品

の
題
名
だ
け
を
挙
げ
て
お
く
。「
飲
酒
」
其
二
、「
感
懷
」、「
送
川
島
蘭
洲
歸

隠
上
毛
」、「
秋
感
三
首
用
呉
糓
人
韻
夢
香
詩
屋
席
上
」、「
題
四
君
子
圖
傚
一

七
令
」、「
訪
梅
癡
上
人
途
中
口
占
示
門
生
桂
林
」。
こ
れ
ら
の
作
品
に
見
え

る
陶
淵
明
像
も
本
稿
で
論
じ
た
こ
と
の
範
囲
内
に
収
ま
る
。

（
二
四
（　

こ
の
こ
と
は
荷
風
が
儒
教
に
対
し
て
無
理
解
で
あ
っ
た
と
か
、
批
判

的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
意
味
し
な
い
。
荷
風
は
漢
学
に
造
詣
が
深
く
、

彼
に
お
け
る
儒
教
の
位
置
づ
け
が
単
純
に
割
り
切
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と

は
、
彼
の
『
断
腸
亭
日
乗
』
等
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
諸
研
究

が
既
に
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
但
し
、
荷
風
の
言
動
を
見
て
も
、
少

な
く
と
も
枕
山
ほ
ど
純
粋
に
儒
教
思
想
を
守
ら
ん
が
た
め
、
世
間
と
距
離
を

置
い
た
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
吉
田
精
一
氏
は
『
永
井
荷
風
』
第
二
十

二
章
「
荷
風
文
学
」
で
荷
風
が
日
記
に
儒
教
の
基
本
テ
キ
ス
ト
四
書
五
経
を

愛
す
る
と
記
し
な
が
ら
も
、
そ
の
文
章
を
愛
し
て
内
容
は
問
う
て
い
な
い
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
（『
吉
田
精
一
著
作
集
』
第
五
巻
「
永
井
荷
風
」［
桜
楓
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社
、
一
九
七
九
］
二
一
五
頁
。
初
出
は
一
九
四
七
年
（。

（
二
五
（　

同
様
の
対
比
を
指
摘
で
き
る
作
品
と
し
て
、『
詠
史
百
律
』「
張
良
」

と
「
詠
史
絶
句
・
張
良
」（
前
掲
『
詩
集　

日
本
漢
詩
』
一
七
・
四
六
七
頁
、

『
枕
山
詩
鈔
二
編
』
巻
之
上
（、『
詠
史
百
律
』「
關
羽
」
と
「
關
羽
贊
」（
前

掲
『
詩
集　

日
本
漢
詩
』
一
七
・
四
九
一
頁
、『
枕
山
詩
鈔
二
編
』
巻
之

中
（、『
詠
史
百
律
』「
曹
植
」
と
「
詠
史　

陳
思
王
」（
前
掲
『
詩
集　

日
本

漢
詩
』
一
七
・
四
五
五
頁
、『
枕
山
詩
鈔
』
巻
之
下
（
を
挙
げ
て
お
く
。

※
本
稿
は
、
平
成
三
十
年
度
科
研
費
・
基
盤
研
究
（
Ｃ
（・
課
題
番
号

1（K
0（（（1

「
大
沼
枕
山
明
治
期
詩
業
の
比
較
文
学
的
研
究
」（
研
究
代
表
者
・

詹
満
江
杏
林
大
学
教
授
（
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


