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陶

淵

明

略

俸

･=-
支

部

古

今

人

物

評

俸

(七
)
-

陶
淵
明
は
彰
洋
の
令
を
や
め
て
か
へ
っ
て
き
た
｡
彰
樺
か
ら

I

毅
ま
で
百
数
十
文
男

揚
子
江
を
測
っ
て
都
暢
湖
に
入
-
､
晃

子
鯨
の
西
七
重
ば
か
り
､
庶
山
の
麓
で
面
も
湖
水
に
面
し
た
所

に
彼
の
家
が
あ
っ
た
｡
そ
の
常
時
上
京
と
呼
び
'
今
は
玉
京
山

と
い
ふ
｡
妾
や
子
供
達
は
'
憧
僕
と
共
に
家
の
前
に
と
び
出
し

て
､
彼
の
舟
を
迎

へ
た
.
八
月
に
出
て
行
っ
て
､
十

一
月
に
は

も
う
掃
っ
て
き
た
か
ら
､
伴
か
八
十
日
蝕
り
で
又

一
緒
に
暮
す

や
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

彼
の
胸
に
は
深
い
感
慨
が
み
ち
-
1
て
ゐ
た
｡
今
は
も
う
は

つ
き
-
､
自
分
の
一
生
の
態
度
が
決
っ
た
や
う
な
束
が
す
る
｡

荒
れ
は
て
た
自
分
の
庭
に
､
松
と
菊
の
み
は
ま
だ
美
し
-
残
っ

て
ゐ
る
O
幼
き
⊥紅
た
づ
さ
へ
て
部
屋
に
入
れ
ば
ー
す
で
に
一酒
も

澗
観
覧

-川
崎
に
み
Iも
ノ
て
ゐ
る
｡
｢
睦
を

容
る
1

の
安
ん

ヽ

村

上

嘉

賓

▲F
じ
易
き
を
審
か
に
す
｣
(鐘
去
来
の
軒
)
と
は
､
こ
の
と
き
彼
の

心
の
底
か
ら
出
て
き
た
言
葉
で
あ
る
｡

何
か
し
ら
楽
し
い
思
ひ
が
次
々
と
'
彼
の
胸
を
突
い
て
起
っ

て
き
た
,O
こ
の
あ
た
り
の
美
し
い
景
色
を
'
-
ま
な
-
助
抄
し

て
詩
を
作
っ
て
や
ら
う
｡
幼
少
の
頃
か
ら
'
文
章
を
作
る
と
い

ふ
こ
と
が
､
自
分
に
は

一
番
楽
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
｡
古
人
の

書
物
を
謹
ん
で
､
ふ
と
窓
に
合
す
る
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
'
欣
然

と
し
て
食
を
忘
る
と
い
ふ
ほ
ど
で
あ
っ
た
｡

己
徒
の
諌
む
ま
じ
き
を
悟
り
､
爽
者
の
迫
ふ
べ
き
を
知
る
｡

ま
こ
と
に
途
に
迷
ふ
'
そ
れ
未
だ
遠
か
ら
ず
｡
今
の
是
に
し

て
咋
の
非
な
る
を
覚
る
｡
(錆
去
乗
の
酎
)

こ
れ
些
1g
氷
､
論
語
秋
子
篤
に
あ
る
狂
接
輿
の
言
葉
と
し
て
は

隠
遁
的
な
意
味
に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
ー
常
時
三
十

鹿
･

鼓
の
淵
明
に
と
り
て
は

t
か
Uし
ろ
希
抄
王
に
み
ち
/

･､･た
Thjn葉
と
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し
て
現
れ
て
ゐ
る
¢

か

の

凍

旦

丁に
St]且
h
ソ
て
お
･G

ナlu

ろ

htL_
噴

き
ー

清
流
に
臨
み
て
詩
を
賦
す
と
い
ふ
こ
と
は
､
何
た
る
架
し
き
こ

と
ぞ
｡
稜
の
前
途
に
は
垂
衛
の
世
界
が
待
ち
う
け
で
ゐ
た
｡

淵
明
が
官
を
糾
し
て
掃
っ
て
き
た
と
い
ふ
こ
と
は
'
ま
こ
と

に
我
依
な
行
翁
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
.
し
か
し
そ
こ
に
､
支

郷
と
日
本
と
は
重
々
国
情
を
異
に
し
て
ゐ
る
こ
と
を
恩
は
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
｡
支
郷
の
儒
家
思
想
に
あ
り
て
は
､
政
治
は
遺
徳

に
根
嬢
を
置
き
､
若
し
政
治
が
遺
笹
か
ら
離
れ
る
場
合
に
は
､

む
し
ろ
政
治
を
去
っ
て
も
道
徳
を
守
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て

ゐ
る
｡
そ
れ
は
個
人
に
お
い
て
許
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
'
国
家

も
亦
そ
れ
を
認
め
て
ゐ
る
｡
又
常
時
六
朝
に
あ
り
て
は
'
儒
家

思
想
は
む
し
ろ
表

へ
て
'
老
荘
思
想
が
融
合
を
風
際
し
て
ゐ

た
.
老
荘
思
想
に
あ
り
て
は
､
儒
家
の
根
嫁
と
す
る
遺
徳
そ
の

も
の
を
も
相
対
否
定
し
て
､
超
越
の
世
界
を

説
-
も
の
で

あ

る
｡

併
教
に
お
い
て
出
家
が
唱

へ
ら
れ
る
や
う
に
､
老
荘
思
想

に
優
り
て
鴻
亦
､

一
腰
現
蜜
か
ら
離
れ
rfQ
こ
と
が
要
求

さ
れ

る
.
殊
に
常
時
囲
家
風
離
の
時
世
に
あ
り
て
は
'
隠
逸
の
風
が

一
種
の
流
行
と
さ
へ
な
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
｡

淵
明
は
こ
の
頃
主
と
し
て
､
老
荘
思
想
に
浸
っ
て
ゐ
た
｡
彼

は
自
ら
の
性
格
を

｢質
性
自
戯
な
り
｣
(蹄
去
来
の
尉
)
と
い
つ

イし
ゐ

る
o
裾

の

垂

戚
仰

の

典

け帖

･ti

t

い
ハノ
･9

7
し
の

｢
白

瓜
獅
｣

と

.い

ふ
も

の
が
あ

っ

た

｡

ー
彼

搾

詩

と

自
然
と
を

求

め

ん

と

し

て

握

っ

て
き
た
の
で
あ
る
｡

二

陶
淵
明
は
陶
侃
の
曾
孫
で
あ
っ
た
L
t
そ
の
母
方
の
組
父
は

西
征
大
将
軍
長
史
孟
嘉
で
あ
っ
た
か
ら
､
常
時
門
閥
の
や
か
曽

し
い
時
代
に
あ
っ
て
'
若
し
仕
官
を
志
す
な
ら
ば
い
-
ら
で
も

出
世
の
途
は
あ
つ
た
.
彼
は
ま
だ
弱
冠
の
頃
州
の
祭
酒
と
な
-

た
る
も
､
吏
職
に
堪

へ
･ず
少
日
に
し
て
解
き
か
へ
-
､
そ
の
後

州
か
ら
主
簿
に
召
さ
れ
て
も
行
か
な

か

っ
た
｡

彼
が
二
十
四

歳
の
と
き
'
曾
積
を
中
心
に
瑠
恩
の
乱
起
り
､
淵
明
は
将
軍
劉

牢
之
の
参
軍
と
し
て
鐘
江
に
ゆ
-
こ
と
に
な
っ
た
.
後
に
架
の

武
帝
と
な
っ
た
劉
裕
は
､
こ
の
時
彼
の
同
僚
と
し
て
､
同
じ
劉

牢
之
の
参
軍
の
職
に
あ
っ
た
｡
.淵
明
が
軍
人
に
な
っ
た
の
は
､

陶
侃
以
乗
の
家
風
に
よ
る
も
の
で
あ
ら
う
が
､
正
史
に
何
等
彼

の
功
績
が
記
さ
れ
て
な
い
所
を
見
る
と
､
や
は
り
う
ま
-
行
か

な
か
っ
た
ら
し
い
｡
そ
れ
か
ら
三
年
目
の
二
十
六
歳
の
と
き
､

江
陵
に
滞
在
中
の
母
の
下
に
鐸
省
し
た
冬
､
そ
こ
で
母
が
嚢
-

な
っ
た
の
で
､
彼
は
樵
を
か
つ
い
で
故
郷
の
柴
桑
.に
か
へ
り
'

そ
の
ま
1
三
年
の
嚢
に
服
す
る
と
と
に
な
っ
た
O

29
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そ
の
間
彼
は
静
か
に
固
家
政
倉
や
､
叉
自
ら
の
人
生
に
つ
い

て
考

へ
て
見
た
｡
か
の
耽
水
の
戦
後
､
孝
武
帝
は
日
々
酎
欧
を

事
と
し
て
朝
政
次
第
に
斬
れ
､
安
帝
の
時
世
に
至
り
'
妖
賊
凹

方
に
起
り
､
耳
鏡
武
将
は
却
っ
て
こ
れ
を
機
と
し
て
'
威
を
邸

に
し
我
慾
を
達
せ
ん
と
す
る
有
様
で
あ
っ
た
｡
淵
明
は
晩
年
に

憶
ふ
わ
れ
少
壮
の
と
き

柴
無
う
し
て
お
の
づ
か
ら
欣
橡
た
り

猛
志

川
海
に
逸
し

新
郎

獣
都
農

ふ
(謂

)

真
跡
み
し
如
く
彼
の
青
年
時
代
は
熱
鮪
に
溢
れ
て
ゐ
た
｡
彼
は

探
-
東
晋
の
国
家
を
愛
し
た
｡
し
か
し
時
勢
の
推
移
は
'
彼

一

得
の
力
を
以
て
し
て
は
如
何
と
も
な
し
能
は
ざ
る
断
で
あ
り
'

彼
の
天
分
は
む
し
ろ
別
の
方
面
に
あ
っ
た
.
抑
明
の
家
は
陶
侃

以
来
名
門
の
血
統
を
引
い
て
は
ゐ
た
が
'
彼
偲
そ
の
本
家
の
的

で
は
な
-
'
殊
に
父
が
極
め
て
浮
世
離
れ
し
た
性
格
で
あ
っ
た

篤
に
'
彼
は
幼
少
の
頃
か
ら
相
常
貧
し
い
生
活
に
育
て
ら
れ
て

き
た
｡
若
し
今
仕
官
を
耗
つ
と
す
れ
ば
'
早
速
生
活
の
途
に
困

っ
た
.
彼
は
十
二
歳
に
し
て
父
を
衷
ひ
'
老
ひ
た
1fQ
母
と
妻
子

を
養
っ
て
ゆ
か
ね
は
な
ら
な
か
っ
た
o

L
か
し
齢
明
は
今
や
淀

く
心
に
㈹刑
す
る
桝
が
あ
っ
た
｡
敏
は
自
分
の
天
分
を
伸
す
た
め

に
'
百
姓
を
し
て
生
晴
を
立
て
よ
う
と
決
心
し
た
の
で
あ
る
｡

淵
明
は
早
-
か
ら
百
姓
を
し
て
み
た
い
と
恩
っ
て
ゐ
た
ら
し

い
｡
政
治
的
な
才
能
が
触

い
と
い
ふ
わ
け
で
は
な
い
が
､
iC
鼎

の
垂
束
と
い
ふ
も
の
が
､
ど
う
し
て
も
彼
の
性
格
に
4
日
は
な
か

っ
た
.
彼
は
棟
威
と
い
ふ
も
の
に
頭
が
下
ら
な
S
Jo
叉
自
分
の

欲
し
な
い
こ
七
を
人
に
強
ひ
た
り
､
人
の
地
位
を
千
束
で
上
下

す
る
と
い
ふ
こ
と
を
好
ま
な
い
｡
そ
の
上
凡
て
形
式
ぼ
っ
た
こ

と
が
嫌
ひ
で
､
表
だ
け
で
も
よ
い
か
ら
う
ま
-
や
っ
て
お
-
と

い
ふ
こ
と
が
出
来
な
い
O
･彼
の
如
き
は
ど
う
し
て
も
百
姓
に
な

_

る
よ
り
外
に
'
生
き
て
ゆ
く
道
は
な
い
.
か
く
て
彼
は
､
軌
の

喪
に
ゐ
て
は
じ
め
て
農
耕
に
従
事
す
る
や
う
に
な
っ
た
｡
こ

の

暁
;
雅
た
詩
に
'

スキ

t

未

を
と
り
て
時
務
を
歓
び

か
ん
は
せ
を
解
い
て
農
人
に
勧
む

平
噂
に
遺
風
交
わ

良
苗

亦
新
し
き
を
懐
ふ

未
だ
歳
功
を
量
ら
ず
と
難
も

即
事
欣
ぶ
と
こ
ろ
多
L

と
い
ひ
ー

そ

こ
に

い
ひ
し
れ
ぬ
歓
び
と
落
着
き
を
感
じ
た
o

r
14-時
に
遺
風
交
･-
｡
良
TJ･関

亦
新
し
き
を
懐
ふ
｣
と
h
ふ
句

i:::■
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に
つ
.S
て
蘇
兼
敏
は
.｢
+白
の
稿
耕
頼
枚
の
者
で
な
け
れ
ば
ー
か

1
る
語
を
S
ふ
こ
と
は
出
来
た
い
o
今
の
せ
農
で
な
け
れ
ば
t
､

こ
の
語
の
妙
を
隷
る
こ
と
は
で
き
な
い
｣
と
い
っ
た
O

源
明
は

初
め
か
ら
百
姓
に
な
り
き
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡

三

脚
明
が
綜
去
来
の
即
の
初
頭
に
'

綜
り
な
ん
い
ざ
'
田
園
ま
ぎ
に
蕪
れ
な
ん
と
す
.
な
ん
ぞ
か

へ
ら
ざ
る
｡

～

と
い
っ
て
ゐ
る
の
雪

す
で
に
田
園
を
耕
し
た
経
亀
が
あ
る
か

ら
こ
そ
'
こ
の
言
妾
が
:;
て
.く
る
の
で
あ
る
.
母
の
喪
に
ゐ
て

農
耕
を
お
ぼ
え
た
抑
明
は
'
こ
の
ま
1

で

.I
生
を
終
る
つ
も
JGl

で
ゐ
た
が
'
そ
の
後
再
び
出
で
1
達
成
参
事
と
な
り
'
つ
ゞ
い

て
彰
浮
の
令
と
な
っ
た
の
も
'
や
は
-T
家
の
経
済
が
息
は
し
く

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
今
度
こ
そ
は
'
は
っ
き
り

と
自
分
の
行
-
途
が
わ
か
っ
た
｡
如
何
に
物
質
の
制
約
を
受
け

て
も
な
ほ
'

人
間
に
は
計
り
知
れ
ぬ
自
由
な

廉
い
世
界
が
あ

る
.
自
分
の
天
分
は
詩
人
で
あ
り
t
l詩
の
奥
に
な
は
自
然
と
い

ふ
も
の
が
あ
る
｡
何
物
に
も
制
せ
ら
れ
す
､
叉
何
物
を
も
制
せ

ず
｡
こ
の
ゆ
た
か
な
世
界
こ
そ
は
'
今
後
の
彼
の
目
標
と
な
っ

た
o
浦
然
と
し
て
肺
陣
中
よ
-
洩
れ
S=
づ
る
が
如
し
と
云
は
れ

た

｢
山師
去
来
の
軒
｣
は
~
彼
が
こ
1

に
思
ひ
至
っ
た
歓
び
を
俸
L

へ
た
も
の
で
あ
る
｡

今
や
彰
薄
よ
り
掠
り
し
詔
明
は
'
そ
の
空
春
か
ら
S
rtJ
ダ
ー

と
畠
の
土
を
ふ
み
'
朝
に
は
星
を
い
た
ゞ
い
て
出
で
､
タ
に
娃
l

月
を
帯
び
て
か

へ
る
と
い
ふ
括
鞄
ぶ
む
で
あ
っ
た
O

と
の
時
出

来
た
詩
が

｢
園
円
の
居
に
か
へ
る
｣
で
あ
る
｡
そ
の
中
に
､

瞭
療
た
り
達
人
の
村

俵
放
た
ゎ
壇
里
の
梗

杓
は
吠
ゆ
深
巷
の
中

登
は
鳴
-
桑
繊
の
い
た
ゞ
き
(唱

和
騎
)

-Iザ
l

と
い
ふ
句
が
あ
る
.
支
部
の

m命
の
風
祭
を
赦
し
た
も
の
と
し

て
'
こ
れ
の
右
に
削
づ
る
も
,の
は
少
い
だ
ら
う
｡

緒
の
縄
が
~

自
然
平
淡
に
し
て
斧
饗
の
艇
な
し
と
い
は
れ
る
析
出
の
も
わ
は

こ
l
に
あ
る
｡

淵
明
の
詩
は
い
つ
も
､
現
雀
の
上
に
作
ら
れ
て
ぬ
る
桝
に
蜘

味
が
あ
る
.
｢
自
然
｣
と
い
ふ
深
い
趨
越
を
も
ち
な
が
ら
､
そ
鉛

超
越
は
叉
お
の
づ
か
ら
､
軸
を
持
ち
土
を
ふ
ん
で
立

つ
焼
入
の

生
活
の
上
に
典
現
さ
れ
て
ゐ
る
O
敏
が
無
泡
作
に
育
っ
て
ゐ
る

桝
の
､

白
日

荊
扉
お
は
ひ

き
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盛
宴

慧

心を
讐

(
欄

詔
dgi)

に
し
て
も
､
か
1
る
言
葉
は
後
世
詩
人
の
常
套
語
と
な
つ
喪
が
'

彼
に
あ
り
て
は
.
そ
れ
が
本
営
に
彼
の
生
活
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
｡淵

明
の
上
京
虹
お

け
る
屋
敷
地
は
十
験
畝
ぼ
か
か
'
田
舎
の

T

草
屋
で
は
あ
る
が
家
は
八
九
聞
あ
っ
た
｡
勿
論
田
地
は
遠
-
に

離
れ
た
所
に
あ
る
｡
後
園
の
愉
柳
は
い
つ
も
心
地
よ
い
蔭
を
つ

く
わ
'
壷

前
の
桃
李
は
い
1
香
り
を
送
っ
た
.
時
々
革
む
わ
け

て
訪
れ
て
-
る
男
が
あ
る
｡

＼

粕
見
る
難
言
な
し

友

ゞ
桑
肺
の
長
す
る
を
い
ふ
の
み
(謂

買

)

撲
葦
な
田
舎
男
の
覇
に
は
､
う
き
な
い
面
白
さ
が
あ
る
.
淵
明

は
こ
の
土
地
と
家
と
を
愛
し
た
｡
こ
1
で
自
ら
の
塾
術
を
み
が

き
'
人
生
を
掘
り
下
げ
て
ゆ
-
と
い
ふ
と
と
は
何
た
る
幸
福
で

あ
る
か
｡

今
や
彼
は
本
営
の
百
姓
に
な
っ
た
｡

一
切
世
間
的
な
る
望
み

を
宛
っ
て
t
h
た
す
ら
内
な
る
も
の
に
向
つ
た
.

彼
の
目
の
前

に
は
'
日
々
生
活
の
間
鰻
が
迫
っ
て
-
る
｡
彼
は
こ
の
労
苦
と

闘
ひ
っ

J
､
両
も

一
心
に
思
索
を
怠
ら
な
か
っ
た
｡
今
ま
で
彼

を
と
り
ま
5
て
ゐ
た
甘
い
影
.も
ー
吹
仙界
に
そ
の
周
闇
Mか
ら
沿
え

て
行
っ
た
O
か
の
錆
去
乗
の
瀞
に
見
ゆ
る
思
想
は
､
第

一
に
美

を
求
む
る
心
で
あ
る
｡
聾
術
こ
そ
牧
の
生
命
で
あ
っ
た
｡
し
か

し
そ
の
奥
に
い
つ
も
､
漠
然
と
な
が
ら
､
｢
自
然
｣
と
い
ぶ
も
の

を
見
つ
め
て
ゐ
た
｡
こ
の

｢
自
然
｣
な
る
も
の
こ
そ
'
彼
の
聾

術
を
根
嫁
づ
け
る
所
の
も
の

!
そ
れ
は
老
荘
思
想
に
よ
る
席

封
否
定
の
超
越
に
し
て
､
そ
の
意
味
に
お
い
て
宗
教
的
な
る
息

′

の
-

で
あ
っ

た
.
今
や
彼
は
次
第
に
こ
の
奥
な
る

｢
自
然
｣
･

に
近
づ
い
て
き
た
っ

あ
の
山
こ
の
川
を
親
渉
し
て
､
自
由
に
詩

を
作
り
た
い
と
思
っ
た

心
も
さ
め
て
･き
た
｡

人
生
と
は
何
ぞ

や
o
死
と
は
如
何
に
.
彼
は
虞
剣
に
こ
.e
問
鐘
に
つ
い
て
考

へ

は
じ
め
た
｡
彼
は
或
日
子
供
等
を
つ
れ
て
山
浮
を
さ
ま
よ
ひ
'

そ
こ
に
昔
人
の
居
を
見
て
薪
を
と
る
男
と
問
答
を
な
し
'｢
人
生

幻
化
に
似
た
ゎ
O
つ
ひ
に
ま
さ
に
峯
無
に
錆
す
べ
し
｣
と
歎
じ

た
こ
と
も
あ
っ
た
.
∴
叉
或
日
出
た
ぽ
か
り
の
月
に
照
ら
さ
れ
つ

･̂

'
鋤
を
荷
う
て
家
路
を
急
い
だ
{;
遷
狭
-
草
木
長
じ
て
'
夕

の
露
が
L
と
ゞ
に
彼
の
衣
を
宿
し
た
｡
何
か
し
ら
彼
は
急
に
悲

ヽ
ヽ
ヽ

し
ぐ
な
っ
て
き
た
.
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
う
だ
つ
の
上
ち
ぬ
自

分
が
､
箆
に
な
さ
け
な
-
な
っ
て
き
た
｡
流
石
に
彼
も

一
時
心

弱
く
な
っ
て
､
遺
傍
に
た
ほ
れ
さ
う
な
気
が
し
材
.
し
か
し
す

ぐ
そ
の
後
か
ら
ー
彼
の
陶
の
晦
に
強
い
平
生
の
志
が
立
上
っ
て
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き
た
｡

衣
の
う
る
摩
ふ
は
惜
し
む
に
足
ら
ず

た
歳

ひ
を
し
て
蓮
ふ
…

禁

ら
し
め
ん
(謂

田
膚
)

わ
れ
-

は
こ
い
に
精
進
三
昧
の
抑
明
を
見
る
｡

四

菊
を
探
る
東
寵
の
下

悠
然
･u
J
て
南
山
を
見
る
(謂

)

菊
を
探
っ
て
伸
び
上
っ
た
途
端
に
､
美
し
-
南
山
が
目
に
克
っ

た
｡
全
-
思
ひ
が
け
な
い
こ
の
景
色
を
'
悠
然
と
し
て
'
た
ゞ

我
を
忘
れ
て
見
入
っ
て
ゐ
た
｡

秋
菊

任
色
あ
り
>

露
を
あ
つ
め
て
そ
の
英
を
と
る

汎
と
し
て
こ
れ
忘
憂
の
も
の

わ
が
遁
世
の
情
を
遠
ざ
-

一
賂
ひ
と
り
進
む
と
錐
も

杯
つ
き
て
垂
お
の
づ
か
ら
傾
-

日
大
rnソ
て
群
動
や
み

掃

烏

林
に
お
も
む
き
て
鳴
-

嘱
倣
す
束
軒
の
も
と

い
さ
ゝ

か
ま

筈

の
生
を
得
た
-
(珊
瑚
)

耕
菊
任
色
あ
-
の
一
語
'
古
今
盛
俗
の
菊
を
洗
議
す
と
い
は
れ

滋
｡
菊
の
妙
を
つ
-
し
て
錬
り
あ
り
と
い
ふ
べ
し
.

こ
の
時
淵
明
は
一二
十
九
歳
の
秋
'
そ
の
詩
才
は
遺
憾
な
-
静

輝
さ
れ
て
'
ま
て
と
に
菊
花
の
如
く
そ
の
綾
郁
た
る
香
-
を
放

ち
つ
1
あ
っ
た
.
淵
町
は
時
々
自
分
自
身
を
忘
れ
て
ゐ
る
｡
由

我
の
境
地
に
入
っ
て
ゐ
る
か
ら
t
か
う
い
ふ
よ
い
句
が
生
れ
る

の
で
あ
ら
う
.
平
淡
に
し
て
自
然
､
古
人
が
斧
饗
の
痕
な
し
と

許
し
た
神
韻
｡
そ
れ
に
し
て
も
如
何
に
し
て
彼
は
､
か
1

PQ..没

我
の
境
地
に
入
る
こ
と
が
出
奔
た
の
で
あ
る
か
｡

園
田
に
鐘
し
て
よ
-
以
釆
'
轟
術
よ
り
次
第
に
宗
教
の
世
界

に
入
っ
て
行
っ
た
抑
明
は
､
こ
の
頃
に
な
っ
て
再
び
強
-
現
膏

の
世
界
に
降
L
Ii止
っ
て
き
た
｡
磯
は
ど
う
し
て
も
こ
の
現
賓
を

逃
れ
る
JJ
と
が
出
来
な
か
っ
た
｡
か
の
山
谷
の
士
は
､
世
を
捨

て
人
に
反
い
て
鳥
獣
の
中
に
入
っ
て
行
っ
た
｡
彼
等
は
徒
ら
g
L

洗
代
以
東
の
縫
教
の
.形
骸
を
抱
き
'
そ
れ
よ
り
次
第
に
老
荘
に

入
り
或
は
沸
教
に
錆
し
､て
､
た
ゞ
猫
糞
的
な
超
越
を
守
ら
う
と

し
た
.
し
か
し
如
何
に
猫
善
的
な
超
越
に
止
ら
う
と
も
'
依
然

と
し
て
そ
れ
は
現
膏
の
中
の

一
部
分
で
あ
る
｡
淵
明
は
初
め
外

と
内
と
の
封
立
に
悩
み
､
外
な
る
も
の
世
間
的
な
る
も
の
を
捨

て
ゝ

内
に
入
っ
た
P
内
に
入
る
と
い
ふ
こ
と
は
､
こ
の
現
鷺
の

33



404

底
を
極
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
｡

外
と
内
と
の
封
立
は
'
内
そ
の

も
の
1
中
に
あ
る
矛
盾
に
源
を
夢
し
て
ゐ
る
｡
こ
の
矛
盾
を
解

決
し
な
い
限
-
'
ど
こ
の
世
界
､
何
虚
の
奥
に
逃
れ
よ
う
と
も

決
し
て
虞
の
超
越
は
得
ら
れ
な
い
｡
鯨
家
思
想
昼
光
釆
人
間
の

)

倫
理
を
追
求
す
る
も
の
'
孔
子
の
晩
年
は
そ
こ
に
着
目
さ
れ

か
｡
若
し
人
々
が
こ
の
鮎
に
思
ひ
を
致
し
た
な
ら
ば
､
徒
ら
に

鰻
教
の
形
骸
を
抱
い
て
山
谷
に
逃
れ
る
必
要
は
な
か
っ
た
｡
抑

明
は
老
荘
に
養
は
れ
る
と
共
に
､
又
幼
時
よ
り
儒
家
思
想
を
有

っ
て
ゐ
た
｡
彼
が
現
車
を
逃
れ
る
こ
と
が
的
釆
な
か
つ
尭
の
は

_

こ
の
倫
理
へ
の
要
求
が
然
ら
し
め
た
の
で
あ
る
｡

丁
度
こ
の
墳
'
し
き
-
に
抑
明
に
出
仕
を
す
1
む
る
人
々
が

ゐ
た
.
米
吉
の
本
俸
に
ょ
る
と
､
晋
の
義
県
未
年
に
'
抑
明
は

著
作
佐
郎
に
放
さ
れ
た
け
れ
ど
も
断
っ
た
と
い
ふ
記
事
が
見
え

る
｡

時
に
劉
裕
は
す
で
に
国
政
を
執
り
て
威
を
ほ
し
い
ま
l
忙

し
'
嘗
て
は
劉
裕
と
功
を
共
に
し
た
者
で
'
～後
で
夷
減
の
難
に

逢
ふ
も
の
も
少
か
ら
ざ
る
有
様
で
あ
っ
た
｡
抑
明
の
節
義
は
'

苦
し
さ
に
堪

へ
て
愈
々
強
-
鋭
-
起
っ
て
き
た
｡
彼
は
自
ら
の

束
節
を
'
清
風
(追
)を
待
つ
葡
文
中
の
幽
蘭
に
た
と
へ
'
或
は

日
暮
孤
生
の
松
を
求
め
て
鳴
-
失
群
の
鳥
に
た
と
へ
た
｡

困
窮
の
鰍即
に
輯
ら
す
ん
ば

百
雷

に
誰
に
か
俸

へ
ん
(莞

)

と
は
彼
が
こ
の
時
言
ひ
放
つ
冬
言
葉
で
あ
る
o
こ
れ
よ
り
数
年

I

の
後
｣

義
無
十
四
年
劉
裕
は
,@
に
晋
の
安
帝
払
拭
し
､
O
い
で
-

立
て
た
恭
帝
の
位
を
集
っ
て
晋
宝
を
滅
し
､
自
ら
立
っ
て
未
の

武
帝
と
な
っ
た
｡
劉
裕
は

一
代
の
英
傑
で
あ
っ
た
｡
け
れ
ど
も

淵
明
に
は
叉
お
の
づ
か
ら
淵
明
の
立
場
が
あ
っ
た
｡
こ
の
時
淵
.

明
の
悲
慣
が
如
何
に
燃
え
立
っ
た
か
は
'
｢
荊
桝
を
詠
す
｣
の
詩

-

ほ
か
教
首
の
詩
篇
に
つ
い
て
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
,
す

で
に
晋
宝

の
疎
を
酎
し
て
よ
り
十
数
年
､
軌
跡
卑
賊
の
身
に
あ
る
抑
明
が

な
は
こ
の
烈
々
た
る
束
節
を
有
す
る
こ
と
t
か
の
後
洗
未
気
節

の
士
の
遺
風
の
流
れ
て
こ
1
に
あ
る
を
見
る
の
で
あ
る
.

そ
の
上
'
彼
の
生
活
は
こ
の
頃
に
な
っ
て
非
常
に
苦
し
く
な

っ
て
き
た
｡
人
々
の
出
仕
の
す
1
め
を
断
る
に
つ
い
て
'
彼
の

心
の
中
に
深
い
苦
悶
が
起
っ
て
ゐ
た
こ
と
は
'
飲
酒
の
詩
に
明

か
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
.
け
れ
ど
も
彼
の
平
生
の
志
は

つ
ひ
に
こ
の
最
後
の
誘
惑
に
も
打
克
っ
て
せ
た
｡
彼
の
聾
術
は

こ
の
田
園
の
中
で
な
け
れ
ば
達
成
で
き
な
い
も
の
が
あ
っ
た
.

彼
の
轟
術
は
探
-
人
生
に
根
ざ
し
'
彼
の
人
生
は
常
に
｢百
然
｣

に
基
づ
い
て
ゐ
た
｡
彼
が
苦
悶
に
陥
る
と
き
､
い
つ
も
彼
を
慰

め
て
-
れ
る
も
の
は
､
古
人
の
気
高
い
姿
で
あ
っ
た
.

7
範
の
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食
~

1
瓢

の飲
､
肋
巷
に
あ
打
て
な
は
そ
の
楽
し
み
を
攻
め
ざ

る
鮎
肘
の
如
き
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

抑
明
偲
官
を
離
し
た
け
れ
ど
も
'
決
し
て
現
麿
を
逃
れ
た
の
.

で
は
な
い
､｡
彼
は
内
な
る
も
の
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
.て
'
却
っ

て
規
･+害
の
探
味
に
達
し
た
の
で
あ
る
.
如
ち
抑
明
は
今
川
十
歳

前
後
に
お
い
て
'
強
い
倫
理

へ
の
要
求
と
､
貧
困
の
試
練
と
'

而
し
て
又
時
局
に
封
す
る
悲
憤
の
激
情
と
促
よ
り
'
生
々
.J
-

硯
茸
の
矛
盾
の
中
に
降
り
立
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
o
J

わ
れ

-
は
い
つ
も
明
日
に
封
す
る
希
望
の
下
に
生
き
て
ゐ

る
o

し
か
し

硯
貧
の
探
味
に
降
り
立
つ
入
府
､

そ
の
底
が
愈

々
探
-
愈
々
撞
き
に
快
然
と
し
て
を
の
1
か
す
に
は
を
ら
れ
な

l

い
｡

抑
明
は
時
々

｢
わ
が
生
夢
幻
の
間
｡

何
事
か
塵
窮
に
つ

な
が
れ
ん
｣
(篭

)
と
い
ふ
や
う
空

口
姦

し
た
O
そ
れ
竺

の
硯
賓
を
逃
れ
た
人
の
言
英
で
は
な
-
し
て
'
こ
1
か
ら
挽
す

る
こ
と
の
糾
来
な
い
人
の
革
叫
で
あ
る
.
す
で
に
こ
の
現
蜜
に

あ
る
深
い
矛
盾
の
奥
に
達
し
た
人
は
'
そ
の
時
自
己
と
い
ふ
も

の
が
滅
却
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
自
己
の
滅
却
は
没
我
で
あ
り
､

そ
れ
が
即
ち
無
で
あ
り
自
然
で
あ
る
｡
抑
明
は

一
度
探
-
現
賓

の
矛
盾
に
達
し
､
そ
の
矛
盾
の
中
か
ら
光
を
見
出
し
た
｡
飲
酒

の
詩
に
見
る
彼
の
没
我
の
詩
鏡
は
'
即
ち
ヱ
の
矛
盾
の
粥
に
嘆

い
た
純
白
の
拳
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

五

淵
明
は
菊
を
愛
し
た
｡
九
月
九
日
秋
菊
閑
に
盈
ち
'
う
ら
1

か
な
陽
が
隅
々
に
ま
で
す
き
通
っ
て
ゐ
る
.
荏
-
無
は
遺
影
思

-
､
来
る
膝
に
徐
聾
あ
il
｡
酒
よ
く
百
痛
を
は
ら
ふ
と
い
ふ
に

サ
カヅ
キ

あ
い
に
-
侍

に
は
塵
ば
か
り
｡
さ
れ
ど
､
小
人
さ
へ
も
の
を

思
ふ
秋
の
日
に
､
轟
き
ざ
る
も
の
は
人
の
心
/で
あ
る
｡

′

世
短
意
常
多

と
は
抑
明
が

r
九
日
閑
居
｣
の
詩
に
詠
じ
た
所
'
古
詩
に

｢
人

生
不
猪
首
｡
常
懐
千
歳
憂
｣
と
あ
れ

ど'
淵
明
は
債
か
五
字
を

以
て
こ
れ
を
い
払
つ
く
し
た
O
襟
を
を
さ
め
て
編
打
閃
か
に
許

へ
は
､
緬
籍
と
し
て
深
情
を
起
す
O
抑
明
に
は
い
つ
も
､
こ
の帆

探
い
輪
が
法

へ
て
ゐ
る
｡
彼
が
親
友
を
恩
ふ
の
詩
.
｢停
雲
｣
に

お
い
て
叙
べ
た
と
こ
ろ
も
亦
こ
の
鮪
で
あ
っ
た
｡
彼
の
情
は
純

･

i
,あ
り
虞
で
あ
っ
た
?
時
に
激
昂
し
て
は
か
の
｢荊
軒
を
詠
す
｣

の
詩
に
見
る
如
き
､
忠
節
勇
武
の
言
と
な
り
'
或
は
錨
去
乗
の

新
の

｢親
戚
の
情
話
を
悦
ぶ
｣
と
い
ふ
や
TU
し
い
心
と
も
な
っ

た
.
或
は

｢
程
氏
妹
を
祭
る
の
文
｣
や

｢
従
邦
敬
遠
を
祭
る
の

文
｣
に
見
る
如
き
'
側
槍
と
し
て
人
を
恋
し
ま
し
む
る
の
文
と

な

か
､
時
に
は

え
陶
然
と
し
て
自
ら
楽
し
む
の
情
と
も
な
つ
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た
｡

､

淵
明
が
楓
を
愛
し
た
の
も
､
や
は
り
こ
の
深
き
情
が
要
求
し

た
の
で
あ
っ
た
｡
彼
の
詩
に
ほ
と
ん
ど
､
酒
の
出
て
こ
な
い
詩

は
な
い
と
い
つ
.て
よ
い
｡
そ
れ
捻
ど
頻
繁
に
出
て
-
る
酒
が
少

し
も
目
障
り
に
な
ら
な
い
ほ
ど
､
彼
に
あ
-
て
は
酒
そ
の
も
の

が
美
化
さ
れ
て
ゐ
る
｡
彼
は
豪
に
い
つ
も
酒
が
あ
る
と
い
ふ
わ

け
で
は
な
い
の
で
､
親
戚
故
薯
の
も
の
が
彼
を
招
待
す
る
と
~

行
っ
て
心
ゆ
-
ま
で
飲
ん
だ
｡
そ
し
て
酵
が
ま
は
る
と
叉
い
つ

で
も
鐘
-
た
い
暗
に
か
へ
っ
た
.
そ
の
間
に
少
し
も
'
自
分
の

戴
拝
を
曲
げ
る
と
い
ふ
こ
と
を
し
な
か
つ
た
｡
彼
の
理
想
融
倉

は
'
情
を
天
尾
脚
浬
に
伸
す
こ
と
の
出
乗
る
触
倉
で
あ
っ
た
O

彼
は
そ
の
昔
時
の
一
般
の
思
想
に
従
っ
て
'
か
1

る
融
合
が
苗

代
に
行
ほ
れ
て
ゐ
た
も
の
と
信
じ
て
ゐ
た
｡

適
う
し
な
は
れ
て
千
載
に
な
ん
く

･と
す

人
人
そ
の
情
を
惜
し
む

酒
あ
り

骨

へ.て
飲
ま
す

た
ゞ
世
間
の
名
を
顧
り
み
る
｡

(

謂
)

と
｡
叉
彼
が
若
い
時
代
に
書
い
た

｢
桃
花
源
記
｣
は
､
老
子
の

小
国
寡
民
た
が
仏
に
相
往
来
し
な
い
と
い
ふ
思
想
に
基
づ
き
~

同
時
に
情
に
偽
り
な
き
淳
朴
の
社
倉
を
載
S
た
も
の
で
あ
る
｡

淵
明
は

1
笛
の
魔
人
で
あ
り
'
そ
の
生
活
は
苦
し
く
労
働
は

は
げ
し
か
っ
た
｡
従
っ
て
そ
の
酒
は
多
-
労
苦
の
後
の
酒
で
あ

ゎ
､
或
は
村
人
を
集
め
て
長
吟
L
t
或
は
奪
下
に
息
払
て
襟
霧

を
散
す
る
て
い
の
も
の
で
あ
っ
た
.
彼
に

｢
勧
農
｣
の
詩
が
必

る
｡
上
古
淳
朴
の
風
よ
り
説
き
お
こ
し
'
秤
も
南
も
郎
耕
し
'

長
池

･
梨
演
も
璃
耕
せ
る
を
述
べ
'
民
生
は
勤
に
あ
り
'
著
し

裾
を
曳
き
手
を
洪
い
て
徒
食
す
る
も
の
あ
ら
ば
､
誠
に
許
し
が

た
き
罪
人
な
り
と
な
す
､
彼
は
決
し
て
有
閑
詩
人
で
は
な
か
っ

た
.
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
､
こ
の
詩
人
の
心
に
は
'

一
度

酵

へ
ば
陶
然
と
し
て
百
年
の
肇
を
忘
れ
t
L
ば
ら
-
今
朝
の
楽

し
み
を
極
め
ん
i
)
い
ふ
､

一
種
の
享
楽
主
義
的
傾
向
の
た
ゞ
よ

∫

へ
る
を
否
定
す
る
こ
と
は
Hj
来
な
い
O

思
ふ
に
決
代
を
支
配
し
た
儒
家
的
穏
教
主
義
が
､
そ
の
政
棟

の
衰
扱
と
共
に
次
第
に
形
茸
化
し
て
き
た
と
き
'
こ
れ
に
代
っ

て
魂
晋
の
融
合
を
風
廉
し
た
も
の
は
､
む
し
ろ
情
の
解
放
で
あ

っ
た
｡
竹
林
七
賢
達
は
､
恰
も
そ
の
過
渡
期
の
産

l
物
と
し
て
現

れ
た
･｡

鯖
の
解
放
は
時
勢
の
混
乱
と
相
鳶
ち
､
反
動
的
に
勝
連

自
悪
の
享
楽
的
傾
向
を
捲
き
匙
し
た
が
､

一
両
に
お
い
て
は
又

清
新
覆
刺
た
る
文
畢
美
術
の
勃
興
を
も
促
し
た
｡
彼
の
現
れ
た

時
代
は
ー

一
方
に
お
い
て
五
胡
十
六
園
の
侵
入
が
あ
-
､
そ
れ

36
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に
伴
っ
て
係
数
思
想
の
流
入
が
あ
っ
た
O
洪
帝
閲
の
滅
亡
以
釆

す
で
に
二
百
年
を
経
過
し
て
な
ほ
強
固
な
る
改
構
の
樹
立
を
見

ず
､
思
想
的
に
叉
民
族
的
に
､
最
も
大
規
模
な
る
韓
換
が
行
は

れ
つ
1
あ
っ
た
｡
彼
の
心
に
新
薯
様
々
の
思
想
が
混
入
せ
る
も

亦
時
代
の
反
映
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡

彼
の
思
想
は
老
荘
の
自
然
に
よ
る
超
越
に
あ
り
'
両
も
そ
れ

は
儒
家
的
倫
理
を
通
し
て
の
塵
封
で
あ
っ
た
｡
彼
に
は
後
決
未

束
節
の
士
の
遺
風
が
あ
り
､

一
面
に
お
い
て
は
叉
六
朝
の
情
緒

主
義
的
傾
向
が
あ
っ
た
｡

一
方
に
貴
族
趣
味
の
現
れ
あ
る
と
共

に
､
他
面
に
素
朴
な
る
農
耕
人
の
心
椿
が
あ
り
､
高
節
菊
の
如

き
香
り
あ
る
と
共
に
'
陶
然
と
し
て
酒
を
愛
す
る
の
棺
が
あ
っ

た
.
こ
･ノ
ら
複
雑
な
る
諸
要
素
も
､
彼
の
自
然
な
る
超
越
に
お

い
て
､
こ
と
′川＼

J
が
統

1
さ
れ
て
ゐ
た
.
そ
の
矛
盾
は
却
っ

て
彼
の
超
越
を
深
-
し
､
速
に
は
俳
教
の
影
響
を
も
受
け
て
死

へ
の
自
覚
が
な
さ
れ
る
と
共
に
'
そ
こ
か
ら
出
で
-
現
苦
を
糞

化
す
る
垂
術
の
花
を
嘆
か
さ
し
め
た
の
で
あ
る
｡

六

前
々
か
ら
淵
明
は
南
村
に
住
ん
で
み
た
い
と
思
っ
て
ゐ
た
｡

南
村
と
い
ふ
の
は
尋
陽
(今
の
九
江
)
郊
外
の
地
で
､
尋
協
は
揚

子
江
に
臨
み
'
交
通
の
要
衝
で
あ
る
の
み
な
ら
す
叉
江
州
の
治

と
し
て
こ
の
地
方
政
治
の
中
心
で
も
あ
っ
た
｡
彼
は
上
京
に
六

年
住
ん
だ
後
､
養
県
六
年
三
十
五
歳
の
年
に
'
こ
の
南
村
に
引

越
し
た
.
淵
明
と
れ
ふ
人
は
'
柴
桑

(九
江
西
南
九
十
支
度
の

楚
城
郷
)
の
田
舎
か
ら
鷹
山
の
麓
の
上
京
に
葬
り
'
今
ま
た
等

傷
の
郡
外
に
移
っ
て
き
た
の
は
'
年
を
と
る
に
つ
れ
て
攻
第
に

郡
に
出
て
き
た
わ
け
で
'
そ
こ
に
も
普
通
の
隠
逸
家
と
非
常
に

蓮
ふ
所
が
あ
る
.
J
淵
明
は
速
に
こ
の
南
村
で
死
ん
だ
の
で
.め

る
｡淵

明
が
南
村
を
選
ん
だ
の
は
'
第

7
に
愚
景
仁
が
住
ん
で
ゐ

ヽ

た
か
ら
で
あ
り
'
腹
鼓
仁
は
常

時
晋
安
南
肘
長
変
換
と
し
て
等

陽
に
居
た
の
で
あ
る
が
'
そ
の
率
疎
に
し
て
飾
嘉
の
な
い
性
格

が
嬉
し
か
っ

た
O
そ
の
外
寺
院
に
行
け
ば
'
色
々
珍
し
い
人
に

逢
ふ
横
倉
が
多
か
つ
た
.
淵
明
の
麓
に
弔
文
を
書
い
た
葡
延
之

紘
,
義
舵
手

一
年
の
頃
劉
柳
後
軍
功
背
と
し
て
､
し
ば
ら
-
淵
√

明
の
す
ぐ
近
-
に
暮
し
て
ゐ
た
O
そ
の
後
教
養
之
は
諸
方
に
韓

じ
た
が
･
米
の
元
嘉
元
年
始
安
郡
の
太
守
と
な
つ
て
等
協
を
経

過
し
た
時
も
･
わ
ざ
-
1
淵
明
を
訪
れ
て
ゐ
る
.
早
-
騰
山
東

埜

寸
の
慧
遠
の
下
に
蓮
融
を
結
ん
で
教
界
を
風
験
し
た
周
商
之

は
,
や
は
り
淵
明
の
親
友
で
､
義
無
十
二
年
の
頃
山
を
下
り
て

尋
陽
に
来
て
ゐ
た
O
羊
長
史
が
秦
川
に
使
し
て
等
陽
を
過
り
し
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時
'
淵
明
は
彼
に
詩
を
輿

へ
て
ゐ
る
｡
塵
春
草
は
殊
に
淵
明
の

崇
拝
者
で
､嘗
て
近
-
に
暮
し
た
こ
と
も
あ
-
､屡
々
親
交
を
厚

く
し
て
ゐ
る
.
江
州
刺
史
王
者
の
如
き
､
淵
明
に
近
づ
か
う
と

し
て
色
々
苦
心
し
て
ゐ
た
こ
と
は
逸
話
に
ま
で
残
っ
て
ゐ
る
｡

南
村
の
家
は
上
京
の
時
に
比
べ
る
と
､
都
合
の
郊
外
だ
け
に
大

冶
狭
苦
し
い
.
け
れ
ど
も
此
等
の
知
人
が
時
々
来
り
､
粕
輿
に

時
勢
を
談
じ
､
文
章
を
考
究
賞
翫
す
る
と
レ
ふ
こ
と
は
'
や
は

り
田
今
に
居
っ
て
蛙
味

へ
な
い
楽
し
み
で
あ
る
｡
附
近
の
貧
し

い
人
々
の
中
に
も
､
色
々
面
白
い
人
が
居
た
0
第
候
が
よ
く
な

る
と
'
或
は
高
き
に
登
っ
て
新
詩
を
賦
L
t
互
に
門
を
過
ぎ
て

性
遠
慮
な
-
粕
呼
ぶ
｡
酒
あ
ら
ば
こ
れ
を
尉
酌
L
t
農
務
に
は

各
々
鐘
し
て
働
-
｡
全
-
胸
襟
を
開
い
て
交
る
束
持
と
い
ふ
も

の
は
､
素
朴
を
愛
す
る
人
々
の
喜
び
で
あ
る
o
｢
聞
-
真
心
の

人
多
L
と
｣
(移
居
)
は
､
淵
明
が
南
村
に
移
る
と
き
の
言
葉
で

あ
る
｡

･

南
村
に
移
っ
て
.か
ら
十
二
三
年
の
歳
月
が
す
ぎ
去
っ
た
｡
淵

明
は
久
し
ぶ
り
に
な
つ
か
し
い
上
京
の
地
を
訪
れ
た
.
嘗
て
握

去
兼
の
齢
を
艦
し
て
か

へ
り
'
今
の
や
う
な
農
耕
の
生
活
に
踏

出
し
た
の
も
､
み
な
こ
の
上
京
に
屠
る
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
｡

肝
陪

賓
を
移
さ
ず

邑
屋
あ
る
ひ
は
時
に
非
な
り

履
歴
し
て
故
居
を
め
ぐ
る

隣
老
ま
れ
に
ま
た
通
る

歩
歩

社
連
を
た
づ
ぬ

盛
あ
-

特
に
依
依
た
-
(
閲
奮
)

こ
の
時

淵
明
は
四
十
七
八
止威
'

最
早
晩
年
に
近
い
年

で
あ
っ

た
O
彼
は
S
よ

-
年
を
加

へ
､
い
よ
-
1
貧
し
く
な
っ
て
ゐ

た
｡
し
か
し
彼
の
人
生
は
深
さ
を
聴
L
t
彼
の
塾
術
は
光
っ
て

ゐ
た
｡

/

.

七

夕

淵
明
の
健
康
は
あ
ま
り
す
ぐ
れ
た
方
で
は
な
か
っ
た
｡
彼
が

∫

三
十
六
歳
の
作

｢音
子
｣
の
中
に
は
､｢白
髪
両
軍
此
被
畑
｡
肌

膚
ま
た
賓
た
す
｣
と
見
え
､＼
彼
が
早
く
か
ら
白
髪
に
な
っ
て
ゐ

良
.こ
と
は
有
名
で
あ
る
.
尤
も
観
回
些

手

九
歳
の
と
き
す
で

に
白
髪
に
な
っ
て
ゐ
た
と
い
ふ
｡
抑
明
は
四
十
歳
繭
後
に
よ
-

｢
形
骸
久
し
く
す
で
に
化
す
｣
･
i
)
い
ふ
言
薬
を
使
っ

て
ゐ
る
O

四
十
八
歳
の
作

｢
厳
重
軍
に
答
ふ
｣
の
中
に

｢
わ
れ
嬢
を
抱
-

こ
と
多
年
､
ま
た
文
を
つ
ぐ
ら
す
｡
本
よ
り
聾
か
な
ら
す
､
ま

た
老
病
こ
れ
に
つ
ぐ
｣
と
い
っ
て
ゐ
る
の
を
見
る
と
､
彼
は
い

･
38
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つ
も
持
病
に
悩
ん
で
ゐ
た
ら
し
く
ー
五
十
近
-
に
な
る
と
､
除

程
胡
悪
が
悪
-
な
っ
て
き
た
や
う
で
あ
る
｡
｢
本
よ
り
豊
か
な

ら
す
｣
と
い
ふ
の
は
'
元
来
が
疫
形
の
あ
ま
少
丈
夫
な
ら
ざ
る

質
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
.
彼
に

｢
止
潤
｣
と
い
ふ
詩
が
あ
り
､

碁
に
止
む
れ
ば
寝
ぬ
る
に
安
ん
ぜ
す
､
農
に
止
む
れ
ば
起
つ
詑

は
す
と
い
ふ
ま
で
に
好
き
で
あ
っ
た
酒
を
､

一
時
ぶ
っ
つ
り
止

め
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
つ
た
が
､
そ
れ
も
こ
の
頃
の
作
か
も

知
れ
な
い
｡
彼
が
飲
酒
の
慶
を
増
し
た
こ
と
は
'
元
爽
強
い
方

で
な
か
っ
た
髄
質
を

一
唐
恵
-
し
た
で
あ
ら
う
が
､
彼
の
生
活

が
過
労
に
陥
っ
た
こ
と
も
亦
そ
の
一
因
で
あ
る
｡
彼
は
三
十
以

後
は
ほ
と
ん
ど
休
み
な
し
に
働
き
つ
ゞ
け
た
の
で
あ
る
が
､
そ

の
三
十
五
歳
常
時
の
作
に
'
山
中
は
霜
苗
お
は
-
'
風
采
も
亦

党
づ
寒
-
な
る
も
抄
を
､

田
家
あ
に
苦
し
か
ら
.ざ
ら
ん

こ
の
難
を
離
す
る
を
得
ず

四
照
ま
こ
と
に
乃
ち
疫
る

隻

-
は
異
息
の
干
す
票

ら
ん
こ
と
を
(棚
醐
諾

朋
馴
)

と
い
つ
で
ゐ
.PQ
｡
彼
が
死
に
近
づ
い
た
頃
子
供
等
に
言
ひ
通
し

を

1日
薬
に
は

｢
疾
患
以
来
や
う
や
-
衰
損
に
就
-
｡
規
営
造
せ

ず
'
つ
ね
に
薬
石
を
以
て
救
は
る
｡
.

自
ら
怒
る
大
分
婿
に
限
り

あ
ら
ん
と
す
｣
と
あ
る
｡
彼
は
感
に
五
十
二
歳
で
こ
の
世
を
去

っ
た
｡

彼
の
晩
年
は
賓
に
哀
れ
な
も
の
で
あ
っ
た
｡

彼
は
弱
冠
に
し

て
要
っ
た
ば
か
り
の
妻
を
喪
ひ
､
後
妻
の
雀
氏
も
亦
四
人
の
子

供
を
遺
し
て
t
､彼
に
先
ん
じ
て
逝
っ
た
.
彼
収
十
二
歳
に
し
て

父
と
別
れ
'
二
十
六
歳
の
と
き
最
愛
の
母
も
な
-
な
つ
潅
.
彼

が
幼
少
の
頃
よ
り
･そ
の
タ
レ
ガ
ミ
を
撫
し
て
心
と
姪
し
み
し
た

っ
た

一
人
の
妹
は
'
程
氏
に
嫁
し
て
間
も
な
-
未
だ
若
-
し
て

一

こ
tの
世
を
去
っ
た
｡
彼
の
仕
事
の
唯

一
の
手
助
け
な
り
し
従
弟

の
敬
遠
は
'

稜
が
三
十
六
歳
の
時
に
す
で
に
死
ん
で
し
ま
っ

た
｡
彼
は
前
妻
の
腹
に
出
来
た
長
男
の
健
を
は
じ
め
'
五
人
の

腹
違
ひ
の
子
供
を
抱
え
て
紹
え
す
生
活
の
盛
に
働
か
ぬ
ば
な
ら

な
か
っ
た
.
五
人
の
子
供
は
彼
に
似
ず
'
何
れ
も
無
能
で
あ
っ

た
｡
け
れ
ど
も
彼
は
そ
の
子
供
達
を
慈
し
む
こ
と
誰
よ
り
も
驚

-
'
痕

の
最
も
楽
し
い
時
は
'
子
供
等
が
側
で
戯
れ
る
の
を
見

つ
1
､
家
に
居
て
酒
を
飲
む
と
き
で
あ
っ
た
｡

〔-彼
の
百
姓
ぶ
り
も
息
は
し
か
ら
す
､
風
雨
縦
横
に
至
-
､
円

虫
に
聾
は
れ
る
こ
と
も
度
々
で
あ
っ
た
｡
彼
が
四
十
三
歳
の
と

き
遇
っ
た
火
事
は
､
･彼
の
乏
し
S
家
財
を
丸
焼
け
に
し
て
し
ま

39
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っ
た
.
緒
の
貧
困
は
年
と
共
に
迫
っ
て
き
た
.
彼
の
晩
年
の
作

｢雑
詩
｣
の
中
に
は
'
そ
の
苦
し
い
生
活
が
如
葦
に
現
は
さ
れ

て
ゐ
る
｡

日
々
円
桑
に
勘
め
ど
も
'

衣
食

乏
し
-

つ
ね
に

糟
糠
を

な

ウ
ル
シ
ネ

む
｡
満
腹
を
願
ふ
に
は
あ
ら
ぬ
ど
､
せ
め

て
梗

精
に

飽
か
ん

と
思
ふ
｡
冬
を
ふ
せ
ぐ
に
大
布
に
て
足
り
'
夏
は
葛
布
の
粗

な
る
に
て
よ
し
O
し
か
る
を
な
は
か
-
得
る
能
は
す
.
あ
は

れ
-

か
な
､
ま
た
傷
む
べ
L
o
(謂

)

と
｡
彼
は
夏
日
叱
長
-
軌
を
抱
き
'
寒
夜
に
被
な
-
し
て
眠
か

こ
と
も
琴
々
あ
つ
ね
｡
彼
に

｢乞
食
｣
の
詩
あ
る
も
ま
た
宜
な

る
か
な
で
あ
る
｡
彼
は
五
十
歳
に
し
て
達
-
家
を
離
れ
､
何
人

か
の
演
に
雇
傭
さ
れ
て
働
い
て
ゐ
た
形
跡
が
あ
る
.

彼
は
詩
人
で
あ
る
だ
け
に
､
人
生
苦
と
い
ふ
も
の
に
封
し
て

は
何
人
よ
り
も
敏
感
で
あ
っ
た
.
彼
は
苦
し
み
を
苦
し
み
と
し

〟

て
見
た
｡

堅
舟

須
異
な
-

我
を
引
い
て
任
る
を
得
ず

前
途
ま
さ
に
幾
は
-
ぞ

止
泊
の
虚
を
知
ら
す

古
人
寸
陰
を
惜
し
む

こ
れ
を
念
ふ
人
を
し
て
憧
れ
し
む
(謂

)

苦
し
み
に
引
き
廻
さ
れ
て
止
ま
る
庭
を
知
ら
な
い
と
は
､
鷺
に

悲
痛
な
る
言
葉
で
あ
る
｡
彼
は
こ
の
苦
し
み
の
中
に
あ
っ
て
､

な
は
絶
え
ず
寸
陰
を
惜
し
ん
で
道
に
轍
ん
だ
｡
彼
は
こ
の
現
葦

ア
ンジ
ン

の
底
に
徹
し
て
､
そ
の
中
に
天
な
る
安

心

を
得
た
の
で
あ
る
｡

彼
の
臨
終
は
近
づ
い
た
｡
彼
は
既
に
早
-
か
ら
そ
の
こ
と
を

悟
っ
て
ゐ
た
.
彼
は

｢
子
傭
等
に
奥
ふ
る
の
疏
｣
と
い
ふ
遺
言

状
を
音
い
た
.
人
の
子
を
恩
ふ
親
の
情
は
､
千
載
の
後
な
ほ
探

′
＼
わ
れ
等
の
胸
を
打
つ
も
の
が
あ
る
｡
彼
は
自
ら
の
椴
を
引
-

＼

鏡
の

｢挽
歌
に
擬
す
る
の
尉
｣
を
書
き
'
最
後
に

｢
自
ら
祭
る

の
文
｣
を
書
い
た
｡
親
友
顔
延
之
が
そ
の
課
の
中
に

｢
化
を
硯

る
こ
と
鋸
す
る
が
如
-
｣
よ
い
へ
る
や
う
に
Y

今
や
こ
の
大
詩

人
は
､
随
鼠
の
中
に
横
-
て
静
か
に
最
後
の
眼
を
閉
ぢ
た
の
で

あ
る
｡

㌔
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