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蘇

覇

詩

論

稿

山

本

和

義

清

水
谷高
等
学
校

一

序

そ
し
よ
く

と
う
ば

北
宋
の
詩
人
･

蘇

拭

(
東

城

居

宅

036-
ilo)
)

の
詩
に
み
ら
れ
る

｢
の
ぴ
や
か
さ
｣
が
､
な
に
に
基
く
も
の
で
あ
る
か
な
探
る
た
め
に
ー

小
論
を
試
み
る
｡

ま
ず
ー

｢青
山
久
輿
舶
低
昂
｣
の
章
で
､
蘇
餌
の
も
の
の
見
方
に

つ
い
て
考
え
ー

｢吾
生
如
寄
耳
｣
の
章
に
於
て
､
人
生
を
如
何
に
理

解
し
て
い
た
か
を
論
じ
ー
最
後
に
､
か
れ
の

｢委
順
の
思
想
｣
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
に
､

｢遇
境
郡
安
暢
｣
の
章
を
設
け
る
｡

も
と
よ
り
､
大
詩
人
の
全
貌
は
捉
え
難
3,が
､

｢蘇
拭
論
｣
の
た

め
の
ノ
ー

ト
の

一
部
と
し
て
､
本
稿
を
草
す
る
｡

〓

｢青
山
久
輿
船
佐
昂
｣

蘇
拭
の
最
も
蘇
拭
ら
し
い
も
の
の
見
方
か
ら
採
り
あ
げ
よ
う
｡

蘇
餌
の
詩
集
を
播
く
と
､
同
様
の
表
現
を
反
覆
使
用
し
た
例
が
､

他
の
詩
人
に
比
較
し
て
､
よ
り
多
く
散
見
す
る
が
､
次
の
二
首
の
詩

も
'
そ

の
一
例

で
あ
る
｡

え
い

わ
い
ぎん

じ
ゆ

｢

穎
ロ
を
出
で
､
初
め
て
湛

山
を
見
る
.

こ
の
目

高

州

に
至
る
｣

(王
文

語
･
蘇
文
忠
公
詩
編
注
集
成
巻
六
'
以
下
こ
れ
に
な
ら
-
)
と
題
す

る
詩
に
､

我
行
目
夜
向
江
海

楓
某
濃
花
秋
興
長

長
准
忽
迷
天
遠
近

青
山
久
輿
船
低
昂

蕎
州
己
見
目
石
塔

短
樟
未
韓
黄
節
岡

牧
牛
夙
軟
望
不
到

散
人
久
立

煩
蒼

荘

た
ひ

我
が

行

日
夜

江
海
に
向
う

な
が

楓
実
意
花

秋
興
長
し

ち
よう
わ
い
た
ち
ま

長

推

忽

ち

天
の
遠
近
に
迷
い

て
い
こう

青
山

久
し
く
船
と

低

点

す

じ
ゆ

す
で

詩

州

己

に

見
る

自
石
塔

た
んと
う

い
ま

て
ん

こうば
う
こう

短

棒

未

だ

輪

ぜ

ず

黄

前

岡

た
いら

やわ
ら

のぞ

没

年

か

に
風

軟

か

な
れ
ど

望

み

到
ら
ず

かす
'<
そ
うば
う

故
人
久
し
く
立
つ

煩

の

蒼

荘

た

る
に

76

き
ね
い

詩
は
ー
照
寧

四
年
(
)

07
)
)

､

毒
州
に
向
つ
て
湛
水
を
下
る
船
中

で
作
ら
れ
た
｡

り

し

く
ん

え
が

ま
た
､
次
の
詩
は
ー
｢
李

思

訓

(建
見
6
5
)～
7
)6
)
の
塞
く
長
江



絶
島
の
固
｣

(電
十
七
)

山
蒼
蒼

江
荘
正

大
孤
小
孤
江
中
央

崖
崩
路
絶
猿
鳥
去

惟
有
喬
木
携
天
長

客
舟
何
虞
乗

樟
歌
中
流
聾
抑
揚

沙
卒
風
教
望
不
到

孤
山
久
輿
舶
低
昂

峨
峨
両
胸
襲

暁
鐘
開
新
政

舟
中
質
客
莫
漫
狂

小
姑
前
年
嫁
彰
郎

と
題
さ
れる
｡

そうそう

ぼ
うぼ
う

山
蒼蒼
た
り

江
荘
荘
た
り

大
孤
小

孤
江
の
中
央

が
け
くず

み
ち
た

さ

崖

崩

れ

路

絶

え
て
猿
鳥
去

り

た

さ

惟
だ
喬
木
の
天
を
摸
し
て
長
き
あ
り

い
ず
こ

き
た

客
舟

何

虞

よ

り

来

る

と
う
か

こえ

樟
歌

中
流
に
聾
抑
揚
す

た
いら

や
わら

のぞ

沙

平

か

に
夙

軟

か

な
れ
ど

望

み

到
ら
ず

て
い
こう

孤
山

久
し
く
船
と
低
昂
す

え
ん
か
ん

峨

峨

た
る
両

胸

襲

ぎ
よう
き
よ
う

し
んし
よう

暁

鐘

新
敗
開
く

こ
かく

いたず

な

舟
中
の
賓

客

漫

ら

に
狂
す
る
莫
か
れ

小
壁

掛
作
)は
前
年

誹

即

に

射

す

李
思
訓
の
措
い
た

｢
長
江
絶
島
圏
｣
を
見
て
う
た
っ
た
も
の
で
､

元
豊
元
年
(
)

0
7
8
)
の
作
品
で
あ
る
｡

こ
の
二
首
の
詩
を
比
較
す
る
と
き
'
そ
の
表
現
の
類
似
に
驚
く
｡

と
く
に
､
前
詩
の

｢青
山
久
輿
舶
低
昂
｣
と
後
詩
の

｢孤
山
久
輿
船

低
昂
｣
'
あ
る
い
は
､
前
詩
の

｢波
卒
風
致
望
不
到
｣
と
後
詩
の
｢沙

蘇
賦
詩
論
稿

(
山
本
)

中
風
軟
望
不
到
｣
ー
こ
の
二
例
は
､
全
く
同
じ
表
現
で
あ
る
｡

こ
の

場
合
､
後
詩
の
表
現
は
､
著
し
く
前
詩
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考

え
ね
ば
な
ら
な
い
｡

｢
長
江
絶
島
圏
｣
を
見
た
蘇
餌
の
脳
裡
に
､
七

年
前
の
経
級
が
ー
あ
り
あ
り
と
担
っ
た
に
相
違
な
い
｡
同
時
に
'
前

詩
が
即
刻
心
の
中
で
反
窃
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
こ
と
は
ー
前
詩

に
う
た
わ
れ
た
情
景
が
､
蘇
輔
に
と
っ
て
如
何
に
印
象
深
か
っ
た
か

を
示
す
と
と
も
に
､
作
者
の
こ
の
作
品
に
封
す
る
愛
着
が
ー
非
常
に

強
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
'
推
量
さ
せ
る
｡
こ
こ
に
採
り
あ
げ
た

二
例
の
中
で
も
､
と
く
に

｢青
山
久
輿
舶
低
昂
｣
の
詩
句
は
､
そ
の

新
鮮
さ
が
魅
力
で
あ
る
｡

｢青
山
｣
の
詩
の
場
合
､
作
者
は
､
潅
水

を
下
る
船
中
に
あ
っ
て
､
船
の
動
揺
に
つ
れ
て
､
あ
る
い
は
高
く
､

あ
る
い
は
低
く
､
そ
の
高
低
を
自
在
に
襲
え
て
眼
に
寓
る
青
い
山
に

魅
惑
さ
れ
て
い
る
｡

｢
山
｣
と
い
え
ば
､
元
来
動
か
ぬ
も
の
と
し
て

理
解
し
表
現
す
る
の
が
'
通
例
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
､
そ
の
見
方
は
､

固
定
さ
れ
た
観
鮎
に
基
く
も
の
で
し
か
な
く
､
も
し
そ
の
硯
鮎
が
自

由
に
そ
の
位
置
を
襲
え
た
と
す
れ
ば
､
山
の
高
低
も
､
自
ら
襲
化
す

る
筈
で
あ
る
｡
今
､
蘇
餌
が
魅
惑
さ
れ
た
も
の
は
､
常
識
的
に
は
不

饗
と
し
て
考
え
ら
れ
て
来
た
も
の
が
､
賓
は
襲
化
す
る
の
だ
と
い
う
､

77
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こ
の
鮎
に
存
す
る
｡

従
来
､
自
然
は
､
固
定
さ
れ
た
人
間
を
と
り
ま
い
て
､
さ
ま
ざ
ま

な
姿
態
を
現
出
す
る
も
の
と
し
て
詠
わ
れ
る
の
が
､
通
例
で
あ
っ
た
｡

と
ほ

盛
唐
の
詩
人

･
杜
甫

(7)2-
770)
に
於
て
も
､
そ
れ
は
著
し
い
｡

普

杜
甫
は
､
大
暦
元
年

(766)､
五
十
五
歳
の
身
を
垂
州
に
移
し
た
が
､

名
勝
白
帝
城
に
こ
と
よ
せ
て
､
不
運
の
我
が
身
を
嘆
じ
た
七
言
律
詩

｢
白
帝
城
の
最
高
模
｣

(杜
少
陵
集
詳
註
巻
十
五
)
は
､

次
の
よ
う
に

う
た
わ
れ
て
い
る
｡

城
尖
径
氏
族
旅
愁

濁
立
綬
紗
之
飛
槙

峡
堺
雲
霞
龍
虎
臥

江
清
臼
砲
1塩
竃
遊

扶
桑
西
牧
封
断
石

弱
水
東
影
随
長
流

杖
泰
欺
世
者
誰
子

泣
血
迷
空
遇
白
頭

と
が

み
ち
か
た
む

せ
い
は
い

城

尖

り

径

伏

き

て

旗

旅

愁

う

ひ
と

ひ
よ
う
ぴ
よ
う

猪

り

立
つ

標

紗

の

飛
榎
に

き
よう
さ

く
も
つち
ム

が

峡
折
け
雲
霞
り
て
龍
虎
臥
し

いだ

げ
ん
だ

江
清
く
臼

砲

き

て

電

竃

遊
ぶ

ふ
そ
う

扶

桑

の

西
枝
は
断
石
に
勤
し

じ
や
く
す
い

弱

水

の

東
影
は
長
流
に
随
う

あ
かざ

っ

安

を

杖

き
世
を
欺
ず
る
者
は
誰
が
子
ぞ

き
ゆ
う
け
つ

ほ
と
ば

め
ぐ

泣

血

空
に

迷

し

ら
せ
て
白
頭
を

遅

ら

す

の
で
は
な
く
'
詩
人
の
感
動
を
よ
り
強
烈
に
せ
ん
が
た
め
の
存
在
と

し
て
､
奇
怪
な
ま
で
の
姿
を
も
っ
て
､
押
し
せ
ま
り
つ
つ
あ
る
｡
こ

れ
を
背
景
に
し
て
､
白
頭
の
詩
人
は
､
厳
然
た
る
姿
で
､
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
る
｡
湛
水
を
下
る
船
中
の
蘇
鱗
と
白
帝
城
に
立
つ
杜
南

と
は
､
そ
の
姿
勢
が
､
き
わ
め
て
封
既
的
で
あ
る
｡
杜
甫
の
場
合
'

彼
を
と
り
ま
く
全
て
の
も
の
を
､
不
動
の
人
間
を
強
調
す
る
も
の
と

し
て
う
た
う
の
に
封
し
､
蘇
断
は
ー
両
者
を
自
在
に
動
く
相
封
的
な

関
係
の
中
で
捉
え
よ
う
と
す
る
｡
蘇
拭
の
こ
の
態
度
は
､
次
の
例
で
､

さ
ら
に
確
め
る
こ
と
が
出
来
る
｡

元
拓
五
年

()
090)､
杭
州
の
知

t

事
冨

っ
た
時
の
作

｢連
日
-
王

忠

玉

･

張

全

警

璃
)
と
西
湖

7

お
う
ち
ゆ
う
ぎ
よ
く

も
ようぜんおう

せ
い
じ
ゆ
ん
ど
う
せ
ん

に
沸
び
､
北
山
の

清

順

･

道

帝

の

二
詩
健
を
訪
ね
.､
垂
雲
事
に
登
り
､

さん
り
よ
う
せ
ん

や
い
ん

参

家

泉

を

飲
み
､
最
後
に
唐
州
の
陳
使
君

(師
錫
)
を
過
ぎ
夜
飲
す
｡

ち
ゆ
う
ぎ
よ
く

これ

忠

玉

詩

あ
り
､
次
記
し
て

之

に

答
う
｣

(撃

二
十
二
)
の
第

1
句
か

杜
甫
な
と
り
ま
く
全
て
の
景
物
が
､
か
れ
に
向
つ
て
凝
集
し
て
い

る
｡
眼
に
入
る
自
然
は
､
た
だ
そ
こ
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
あ
る

ら
第
四
句
ま
で
は
､

北
山
非
日
高

千
便
付
我
足

酉
湖
亦
何
有

高
象
生
我
目

あら

北
山

自
ら
高
さ

に
非
ず

じ
ん

ふ

千

傍

我
が
足
に
付
す

ま

西
湖

亦
た
何
か
有
る

寓
象

我

が
目
に
生
ず



蘇
拭
は
'
ま
ず
北
山
の
高
さ
に
つ
い
て
､
北
山
も
そ
れ
自
腹
が
高

い
と
い
う
の
で
は
な
く
､
そ
れ
を
見
る
観
鮎
の
低
さ
が
作
り
出
も
た

一
現
象
で
あ
る
と
う
た
う
｡
次
に
は
､
天
下
の
名
勝
西
湖
も
ー
自
分

の
眼
を
通
し
て
､
は
じ
め
て
そ
の
美
観
が
あ
る
の
だ
と
い
う
O
か

つ

て
潅
水
の
船
中
で
青
山
を
眺
め
た
時
と
同
じ
硯
鮎
の
動
き
は
､
こ
の

詩
に
於
て
も
ー
認
め
ら
れ
､
さ
ら
に
哲
学
的
に
深
め
ら
れ
た
も
の
と

し
て
､
讃
み
と
る
こ
と
が
出
来
る
｡
第
四
句
の

｢寓
象
生
我
目
｣
の

l
句
に
は
ー

｢我
目
｣
の
重
要
さ
に
封
す
る
は
っ
き
り
し
た
自
覚
の

存
在
が
､
明
ら
か
な
型
で
示
さ
れ
て
い
る
｡
次
の
詩
は
､
前
詩
に
は

い
ん

先
だ
つ
が
､
元
豊
七
年

()084)
､

黄
軒
を
離
れ
て

笥

州

に
赴
く
際
'

ろ
首ん

産

山

に

遊
ん
で
作
っ
た
も
の
で
､
蘇
抗
の
代
表
作
と
し
て
著
名
で
あ

せ
いり
ん

る
｡
詩
は
､
｢
西

林

の

壁
に
題
す
｣
(撃

一十
三
)
と
題
さ
れ
､
の
ち

に
乾
明
寺
の
名
で
も
呼
ば
れ
る
西
林
寺
の
壁
に
書
き
つ
け
ら
れ
た
｡

おう
か
ん

な

な

横
着
成
嶺
側
成
峰

横

着

す

れ
ば
嶺
と
成

り
側
に
は
峰
と
成

る

遠
近
高
低
線
不
同

遠

近
高
低

絶
て
同
じ
か
ら
ず

ろ
ぎ
ん

し
んめ
ん
ば
く

し

不
識
底
山
県
面
目

産
山
の
員
面

目
を
識
ら
ざ
る
は

ひ
と

あ

よ

只
緑
身
在
此
山
中

只
え
に
身
の
比
の
山
中
に
在
る
に
縁
る

産
山
の
場
合
も
､
観
鮎
を
襲
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
千
態
寓
姿
を

蘇
賦
詩
論
稿

(
山
本
)

見
る
こ
と
が
出
来
る
｡
こ
の
詩
が
人
口
に
聴
衆
し
た
の
は
'
何
よ
り

も
そ
の
新
鮮
な
も
の
の
見
方
の
持
つ
魅
力
に
因
が
あ
る
｡
従
来
､
こ

か
ん
つう
ろく

け
ご
んき
よう

の
詩
に
つ
い
て
は
､
樺
と
の
関
係
を
重
税
し
､
成

通

銀

や

華

厳

経

を

引
用
す
る
住
家
が
多
い
o
も
と
よ
り
､
こ
の
詩
が
秤
と
深
い
関
係
に

おう
ぷ
ん
こう

お
よ

あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
が
ー
王

文

語

の

｢
凡

そ

此
の
種
の
詩
は
､

みな

も

皆
1

時
に
性
重
の
襲
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
若
し
胸
中
に
揮
典
が
有

ろ
つい

これ

いだ

り
ー
し
か
る
後
鍾

錘

し

て

之

を

出

し

た
と
す
る
な
ら
ば
､
則
ち
意
味

は
､
索
然
た
る

(そ
こ
あ
さ
い
)
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
｣
(撃

一十
三

｢題
西
林
壁
｣
語
案
)
と
い
う
批
判
は
､
や
や
皮
相
な
見
解
か
も
知
れ

ぬ
が
1

1
理
を
含
ん
で
い
よ
う
O
す
な
わ
ち
ー
こ
の
詩
が
､
揮
典
を

と操
り
か
え
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
瞭
で
あ
っ
て
､
詩
と
揮
典
と
の

関
係
は
､
さ
ら
に
深
層
で
探
究
さ
る
べ
き
で
あ
る
｡

｢題
西
林
壁
｣

の
詩
は
､
蘇
餌
の
平
常
の
も
の
の
見
方
に
根
差
す
も
の
で
あ
り
､
完

全
に
蘇
拭
自
身
の
詩
と
し
て
讃
む
べ
き
で
あ
る
｡

上
述
の
部
分
を
整
理
す
れ
ば
､
蘇
餌
の
も
の
の
見
方
の
特
徴
は
ー

固
定
し
た

l
つ
の
硯
鮎
か
ら
の
み
も
の
を
見
る
の
で
は
な
く
ー

つ
ね

に
自
分
の
観
鮎
を
移
動
さ
せ
ー
複
数
の
観
鮎
か
ら
も
の
を
見
る
と
こ

ろ
に
あ
る
｡
さ
ら
に
は
､
自
分
の
観
鮎
を
意
識
し
な
が
ら
も
の
を
見

79
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第
十
三
筋

よ
う
と
す
る
｡

こ
の
よ
う
な
も
の
の
見
方
は
'
単
に
外
界
の
も
の
を
見
る
時
に
の

み
限
定
さ
れ
で
は
い
な
い
｡
蘇
輔
は
､
彼
自
身
を
み
つ
め
る
場
合
も
､

上
述
の
如
き
態
度
を
襲
え
て
は
い
な
い
｡

三

｢書
生
如
尊
卑
｣

蘇
鱗
の
生
涯
は
､
彼
に
先
だ
つ
多
く
の
詩
人
た
ち
が
苧
つ
で
あ
っ

た
よ
う
に
､
浮
沈
に
富
む
不
安
定
な
も
の
で
あ
っ
た
｡
こ
の
六
十
六

せ
い

よ

年
の
生
涯
に
､
蘇
銭
は
幾
度
も

｢
わ
が
生
は
寄
す
る
が
如
き
の
み
｣

と
､
詩
に
う
た
っ
た
｡

お
う
し
ん
け
い

し
ん

元
砿
元
年

()086)
に
作
ら
れ
た
｢
王

晋

卿

(
読

)

に
和
す
｣
(巻

二
十
七
)
と
題
す
る
詩
が
あ
る
｡
元
豊
二
年

()0
79
)
､
御
史
墓
の
獄

を
出
た
蘇
拭
は
ー
黄
州

へ
責
乾
さ
れ
た
が
ー
そ
れ
か
ら
七
年
経
っ
て
､

おうし
ん

再
び
朝
に
召
さ
れ
た
｡
そ
の
時
､
同
じ
く
都
に
戻
っ
た

王

託

の

詩
に

和
し
た
も
の
で
ー
そ
の
第
十
五
句
か
ら
第
十
八
句
ま
で
を
引
用
す
れ

ば
ー

わ

せ
い

よ

吾
生
如
寄
耳

吾

が

生

寄
す
る
が
如
き

の
み

汰

何
者
為
禍
福

何
者
か
禍
福
と
為
さ
ん

し

ふ
た
つ

不
加
商
相
忘

如

か
ず

両

な

が
ら
相
志
る
る
に

さ
く
む

な
ん

お

昨
夢
那
可
逐

昨

夢

は

那

ぞ

逐

う
ぺ
け
ん
や

か
り

私
の

l
生
は
ー
仮
の
も
の
で
し
か
な
い
の
に
､
ど
う
し
て
災
禍
だ

の
幸
福
だ
の
を
区
別
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
.
ど
ち
ら
も
忘
れ
て
し

ま
う
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
｡

一
た
び
覚
め
て
し
ま
っ
た
夢
は
も
う

逐
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
か
ら
｡

わ
い

す

元
塁

二
年

()080)､
黄
州

へ
の
旋
次
､

｢
涯
を
適
ぐ
｣
(撃

l十
)

と
題
す
る
詩
を
作
っ
た
が
､
そ
の
第
十

l
旬
か
ら
第
十
四
句
ま
で
を

引
用
す
る
と
､

せ
い

よ

吾
生
如
寄
耳

吾
が

生

寄

す
る
が
如
き
の
み

は
じ
め

ゆ

え
ら

初
不
揮
所
適

初

よ

り
遍

く
所
を

揮

ば

ず

た

こ
め

但
有
魚
輿
宿

但

だ
魚
と

積

と

あ
ら
ば

す
で

お
わ

生
理
己
自
畢

生
理
は

己

に

自
ら

畢

る

かり

私
の

一
生
は
､
仮
の
も
の
で
し
か
な
い
の
だ
か
ら
､
は
じ
め
か
ら

ゆ遍
く
と
こ
ろ
を
選
ん
だ
り
は
し
な
い
｡
た
だ
魚
と
米
と
さ
え
あ
れ
ば
､

生
命
の
維
持
は
大
丈
夫
な
の
だ
か
ら
｡

け
ん

同
じ
こ
と
は
､
そ
の
晩
年
ー
建
中
靖
国
元
年

(ILO))
､
慶

州

を

うつ
こ
だい

過
ぎ
た
時
に
も
､
繰
返
し
て
う
た
っ
て
い
る
｡

｢
笹
孤
董
｣

(雀
田

80



十
五
)
の
最
初
の
部
分
は

せ

い

上

吾
生
如
寄
耳

吾
が

生

寄

す
る
が
如
き
の
み

れ
いか
い
ま

かんゆ
う

嶺
海
亦
開
幕

嶺

海

亦

た

聞

落

かり

私
の

一
生
は
､
仮
の
も
の
で
し
か
な
い
｡
五
嶺
や
海
南
島
に
紡
う

の
も
､
ま
た
つ
れ
づ
れ
を
慰
め
る
旗
な
の
だ
｡

蘇
輔
は
ー
さ
ま
ざ
ま
な
機
合
に
'
人
生
の

｢
如
寄
｣
を
繰
返
し
て

い
る
0
人
生
を

｢
寄
｣
な
る
も
の
だ
と
い
う
考
え
方
は
ー
俳
教
の
世

界
で
強
調
さ
れ
る
｡
し
か
し
'
併
教
に
於
て
は
､
人
間
些

二
世
を
通

じ
生
死
を
超
え
て
存
在
し
う
る
と
い
う
立
場
か
ら
､
現
世
に
於
け
る

人
間
の
営
み
が
､
き
わ
め
て
短
く
惨
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す

る
も
の
で
あ
り
､
そ
れ
は
､
死
と
い
う
不
可
避
の
問
題
を
ど
う
理
解

し
､
そ
れ
に
ど
う
封
虞
す
る
か
に
重
鮎
の
あ
る
思
想
だ
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
｡
蘇
鱗
は
､
沸
教
に
近
づ
S,た
詩
人
で
あ
り
､
普
然
こ
の

よ
う
な
世
界
観
の
影
響
を
受
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
O
し
か
し
引
用
し

た
三
首
の
例
を
み
れ
ば
､
そ
こ
に
は
､
死
と
い
う
問
題
に
軍
展
す
る

よ
う
な
夜
想
は
読
み
と
れ
な
い
｡
で
は
ー
蘇
餌
の

｢吾
生
如
寄
耳
｣

と
い
う
言
葉
を
､
ど
う
理
解
す
る
の
が
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
｡
人

生
を

｢
如
寄
｣
と
う
た
っ
た
の
は
､
蘇
覇
を
最
初
と
す
る
の
で
は
な

蘇
賦
詩
論
稿

(
山
本
)

い
｡
古
く
は
､
漢
代
の
古
詩
十
九
首

(文
選
挙

手

九
)
に
見
る
こ
と

が
で
き
る
｡

｢
駆
革
上
東
門
｣
の
中
に
､

浩
浩
陰
陽
移

年
命
如
朝
露

人
生
忽
如
寄

毒

無
金
石
固

ころノこ
う

浩
浩
陰
陽
移
り

ね
んめ
い

年
命

朝
露
の
如
し

こ
つ

よ

人
生
忽
と
し
て
寄
す
る
が
如
く

かた

幕
は
金
石
の
固
き
無
し

そ
う
し
よ
く

ふ
ひ
よ
う
へん

ま
た

､

曹
植

()
9

2
-

2
3
2
)

も
､

｢
浮
洋
篇
｣

(玉
董
新
詠
撃

一)

の
第
十

九
句
以
下
に
'

日
月
不
常
虚

人
生
忽
若
寓

悲
夙
衆
人
懐

涙
下
加
重
露

じ
っげつ

お

日
月
常
に
は
慮

ら
ず

こ
つ

､.･ヽ

人
生
忽
と
し
で
寓
す
る
が
如
し

悲
風

来
り
て
懐
に
入
り

く
だ

す
い
ろ

涙
下
る
こ
と
垂
露
の
如
し

｢
寄
｣
も

｢寓
｣
も
同
じ
義
に
解
し
て
よ
い
｡
こ
の
二
首
の
詩
は
ー

悌
教
に
結
び
つ
け
て
考
え
る
必
要
は
あ
る
ま
い
.
中
国
人
滞
日
の
襲

憩
に
よ
る
も
の
だ
と
理
解
し
て
よ
く
ー
蘇
拭
の
場
合
も
ー
大
き
-
こ

の
影
響
を
受
け
て
い
る
も
の
と
推
量
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
し
か
し
､

古
詩
や

｢
浮
薄
篇
｣
の
場
合
と
､
蘇
拭
の
場
合
と
を
比
較
す
れ
ば
ー

そ
こ
に
大
き
な
座
り
が
讃
み
と
ら
れ
る
｡
前
者
に
於
て
は
､
死
に
至
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第
十
三
放

る
時
間
の
推
移
が
速
や
か
で
あ
る
こ
と
を
嘆
く
言
葉
と
し
て
'
こ
の

1
句
は
う
た
わ
れ
て
い
る
.

｢
忽
｣
と
し
て
死
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る

惨
い
存
在
が
､

｢
寄
｣
な
の
で
あ
る
｡
詩
人
は
､
人
生
が

｢
寄
｣
で

あ
る
こ
と
に
涙
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
蘇
覇
は
､
そ
う
で
は
な
い
｡

前
に
引
用
し
た
三
つ
の
例
に
､

｢
忽
｣
の
一
字
を
加
え
て
読
む
こ
と

は
出
来
な
い
｡
す
な
わ
ち
蘇
鱗
は
､
死
に
至
る
時
間
の
推
移
が

｢
速

や
か
｣
で
あ
る
こ
と
を
嘆
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
.
悲
哀
の
情
を
伴

う
言
葉
で
は
な
い
の
だ
｡
次
の
詩
は
､
蘇
銭
の
う
た
う

｢寄
｣
を
解

え
い

明
す
る
端
緒
に
な
る
o
照
寧
二
年

()069)
の
作
｢
頴

州

に
て
初
め

し
ゆ
う

て
子

由

(蘇
轍
)
に
別
る

二
首
｣

(禽
ニ
ハ
)
の
第
二
首
は
ー

近
別
不
改
容

遠
別
沸
霜
胸

間
尺
不
相
見

寛
輿
千
里
同

人
生
無
離
別

誰
知
恩
愛
重

姶
我
来
宛
邦

牽
衣
舞
兄
童

かお

か

近
別

容
を
改
え
ず

な
T<だ

う
る
お

遠
別

沸
胸
を

箔
す

し
せき
あ

いまみ

柊
尺
相

見

え
ず

ん
ば

寛
に
千

里
に
同
じ

人
生

離
別
無
く
ん
ぼ

誰
か
恩

愛
の
重
き
を
知
ら
ん

は
じ

わ

え
ん
き
ゆ
う
き
た

始
め
我

れ
宛

邸
に
来
り
し
と
き

ひ

衣
を
牽

き
て
兄
童
舞
う

便
知
有
此
恨

留
我
過
秋
風

秋
風
亦
己
過

別
恨
終
無
窮

間
我
何
年
蹄

我
言
歳
在
東

離
合
既
循
環

憂
喜
迭
相
攻

語
此
長
大
息

我
生
如
飛
蓬

多
憂
髪
早
目

す
な
わ

う
ら
,i

便

ち

知
る

此
の

恨

あ

り

我
れ
を
留
め
て
秋
風
を
過
ぐ

ま

す
で

秋
風
亦
た
己
に
過
ぐ
る
も

+(つこ
ん

つい

き
わ

別
恨

終
に
窮
ま
る
無
し

我
れ
に
問
う

何
の
年
か
締
る
と

我
れ
は
言
う

歳
は
東
に
在

り
と

す
で

じゆ
ん
か
ん

離
合
既
に
循
環
し

たが
い
あ
い
せ

憂
喜
迭
に
相
改
む

此
を
語
り
長
大
息
す

せ
い

ひ
ほう

ご
と

我
が
生

飛
蓬
の
如
し

た
ゆ
う

か
み

多
憂

髪
早
く
も
白
し

82

りく
いつおう

不
見
六

一
翁

見
ず
や

六

三
羽

そ
て
つ

弟
蘇

轍

と

の
別
離
の
詩
で
､
人
生
は
ー
離
合
が
循
環
し
､
憂
善
が

相
汲
む
､
ち
よ
う
ど

｢
朔
風
に
吹
き
韓
が
さ
れ
る
根
な
し
草
の
よ
う

(補
注
)

な
も
の
だ
｣
と
､

嘆

い

て
い
る
｡

｢
我
生
如
飛
蓬
｣
の
1
句
は
､
人

間
の
営
み
が
襲
韓
常
な
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
ー
い
う
.
さ
て
､
こ

の
詩
句
は
ー
前
に
引
い
た

｢
吾
生
如
寄
耳
｣
の
詩
句
と
､
枚
と
ん
ど

同
じ
意
味
で
ー

使
わ
れ
て
S,る
と
解
し
て
よ
い
｡

｢
涯
を
過
ぐ
｣



(
八

〇
真
下
)
の
場
合
'
私
の

一
生
は
､
｢
各
す
る
が
如
き
｣
も
の
で

あ
る
か
ら
ー
は
じ
め
か
ら
行
く
と
こ
ろ
を
選
ん
だ
り
は
し
な
い
と
い

ぅ
の
で
あ
る
が
､
こ
の

｢
寄
す
る
が
如
き
｣
の
意
は
ー

｢
飛
蓬
の
如

き
｣
と
同
校
の
意
味
に
讃
み
ー
人
生
は
韓
韓
と
移
り
や
す
い
も
の
だ

か
ら
､
は
じ
め
か
ら
行
く
と
こ
ろ
を
選
ん
だ
り
は
し
な
い
の
だ
､
と

解
秤
し
う
る
O
蘇
軟
の
い
う

｢
吾
生
如
寄
耳
｣
は
､
古
詩
の

｢
人
生

忽
如
寄
｣
の
意
よ
り
も
ー

｢
我
生
如
飛
蓬
｣
に
､
よ
り
近
い
も
の
な

の
で
あ
る
｡

依
り
ど
こ
ろ
な
く
韓
韓
と
移
り
襲
る
人
生
､

そ
れ
が

｢
寄
｣
な
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
で
ー
蘇
餌
は
､
人
生
の

｢
如
寄
｣
を
ー

必
ず
し
も
悲
哀
の
封
象
に
は
し
て
い
な
い
と
い
つ
た
が
､
そ
れ
は
次

じ
よ

の
詩
で
確
め
る
こ
と
が
出
来
る
O

元
豊
二
年

(
10
7
9
)
､

徐
州
か
ら

こ

そ
て
つ

湖

州
に
赴
く
と
き
ー
弟
蘇

轍

に

寄
せ
た

｢
徐
州
を
罷
め
て
南
京
に
往

く
､

馬
上
筆
を
走
ら
せ
て
子
由
に
寄
す

五
首
｣

(巻
十
八
)

の
第

一
首
ー

別
離
随
庭
有

悲
憤
線
愛
結

而
我
本
無
恩

此
沸
誰
馬
設

紛
粉
等
兄
戯

鞭
韓
遭
割
戟

道
連
讐
石
人

幾
見
太
守
章

有
知
歯
解
笑

撫
掌
冠
授
権

ずいし
よ

別
離

は
随
虞

に
有
り

ひ
の
う

よ

悲
個

は
愛
の
結
ぶ
に
繰

る

L
か

も
と

お
ん

而
る
に
我
れ
は
本
よ
り
恩
無
し

な
みだ

ため

此
の

蹄
は
誰

が
為
に
設
く
る

ふ
んぷ
ん

じ
ぎ

ひと

紛
紛

兄
戯

に
等
し

ペ
んと
う

か
つせ
つ

あ

鞭

樫

割
蔵

に
遭
う

な
ら

道
連

に
石
人
讐
び

いく

た

幾
た
び
か
太
守
の
孝

つ
を
見
る

ま
さ

よ

知
る
有
ら
ば

昔
に
解

く
笑
い

ぷ
し
よ
う

か
ん
え
い

た

撫

掌
し
て
冠

腔
を
絶

つ
べ
し

83

吏
民
莫
坂
援

歌
管
莫
凄
咽

吾
生
如
寄
耳

寧
鴻
鵠
此
別

はんえん

な

吏
民

坂
援
す
る
莫

か
れ

せ
いえ
つ

な

歌
管

湊
咽
す
る
莫
か
れ

せ
い

よ

吾
が
生

寄
す
る
が
如
き

の
み

な
ん

ひ
と

わ
か
れ

な

寧
ぞ

滞
り
此

の
別
を
為
さ

ん

私
は
､
こ
こ
徐
州
の
官
を
罷
め
て
去
る
が
､
土
地
の
人
人
よ
ー
と

め
な
い
で
く
れ
.
遠
別
の
宴
で
は
､
哀
し
い
書
架
を
奏
さ
な
い
で
く

れ
｡
私
の

一
生
は
､
仮
の
も
の
で
離
合
集
散
は
常
の
こ
と
､
こ
の
離

別
だ
け
で
は
な
い
の
だ
か
ら
｡
離
別
は
､
到
る
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の

で
､
そ
の
悲
哀
は
ー
愛
着
か
ら
惹
き
起
こ
さ
れ
る
｡
と
こ
ろ
で
､
私

は
ー
皆
さ
ま
が
た
に
何
の
恩
愛
も
施
し
え
な
か
っ
た
｡
だ
の
に
､
あ

な
た
が
た
は
誰
の
た
め
に
流
沸
な
き
る
の
か
｡
こ
ん
な
騒
ぎ
は
､
あ

ま
り
に
幼
稚
だ
I
-

私
の
馬
を
進
め
な
く
し
た
り
す
る
の
は
｡
造
ば

蘇
賦
詩
論
稿

(
山
本
)
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筋

た
に
石
人
が
二
つ
立
っ
て
い
る
｡
こ
の
石
人
た
ち
は
､
太
守
の
離
任

を
､
幾
度
も
眺
め
て
き
た
の
だ
｡
も
し
石
人
に
心
が
あ
っ
た
な
ら
ば
､

こ
ん
な
騒
ぎ
を
み
て
'
冠
の
紐
が
切
れ
て
し
ま
う
低
ど
大
笑
い
す
る

に
違
い
な
い
｡

こ
の
詩
は
､
蘇
轍
に
滑
っ
た
も
の
で
は
あ
る
が
､
徐
州
の
吏
民

へ

の
留
別
の
作
と
み
る
の
が
ー
よ
り
適
切
で
あ
る
｡
人
生
は

｢
寄
｣
な

る
も
の
で
あ
る
が
故
に
､
離
別
は
至
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
｡
今
､

自
分
が
経
験
し
っ
つ
あ
る
離
別
は
､
そ
の
数
多
い
離
別
の
中
の
一
つ

に
す
ぎ
な
い
｡
だ
か
ら
ー
そ
れ
は
と
り
た
で
て
悲
し
む
べ
き
も
の
で

は
な
い
｡
こ
の
詩
に
於
け
る

｢書
生
如
寄
耳
｣
の
一
句
は
､
悲
哀
の

情
を
表
現
す
る
も
の
で
は
な
く
､
逆
に
そ
れ
を
解
消
せ
し
め
ん
と
す

る
知
的
な
反
省
の
言
葉
で
あ
る
｡
そ
れ
は
~
前
章
で
述
べ
た
も
の
の

見
方
の
特
徴
に
関
聯
す
る
｡
別
離
に
臨
ん
で
い
る
自
分
を
ー
よ
い
エ
ロ同

い
他
の
観
鮎
か
ら
眺
め
て
み
る
ー
換
言
す
れ
ば
ー
自
分
の
生
涯
全
鰹

を
眺
望
し
う
る
寵
鮎
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
自
分
の
現
在
あ
る
位

置
を
正
確
に
捉
え
よ
う
と
す
る
｡
こ
の
詩
に
於
け
る
硯
鮎
の
移
動
は
､

さ
ら
に
も
う

l
つ
石
人
を
利
用
し
て
な
さ
れ
て
い
る
｡
今
､
経
験
し

つ
つ
あ
る
離
別
も
､
決
し
て
自
分
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
ー
数
多
い

前
任
者
た
ち
に
よ
っ
て
､
幾
度
も
緩
り
返
し
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ

り
ー
自
分
の
そ
れ
は
､
数
多
い
そ
れ
ら
の
中
の
一
つ
で
し
か
な
い
｡

経
験
し
っ
つ
あ
る
事
態
を
､
さ
ま
ざ
ま
な
配
鮎
か
ら
､
確
め
よ
う
と

わ
い

す

し
て
い
る
｡

前
に
引
用
し
た
｢
涯

を

過

ぐ
｣

(八
〇
頁
下
)
も
､
同

様
の
説
明
が
で
き
る
｡
疋
諭
さ
れ
て
蓑
州
に
去
ろ
う
と
す
る
蘇
鱗
の

胸
中
に
は
､
不
安
を
伴
う
激
し
い
感
情
の
動
き
が
予
想
さ
れ
る
｡
し

か
し
ー
詩
は
､
そ
の
感
情
を
そ
の
ま
ま
露
呈
し
た
も
の
で
は
な
く
､

そ
の
感
情
を
押
し
鎮
め
た
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
｡

人
生
は

｢寄
｣
な
る
が
故
に
､
こ
れ
か
ら
経
験
す
る
で
あ
ろ
う
事
態
も
､
と

り
た
て
て
嘆
ず
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
だ
｡

｢漁
を
過
ぐ
｣
に
み
ら

か
ん
ゆ

れ
る
蘇
域
の
特
徴
は
､
中
庸
の
詩
人
･

韓

愈

(768-
8
24)
と
比
較

す
れ
ば
､
よ
り
明
ら
か
に
な
る
｡
宋
詩
の
源
流
に
位
置
す
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
韓
愈
も
'
蘇
餌
と
同
じ
ょ
う
な
境
遇
を
経
験
し
て
い
る
｡

ぶ
つこ
つひ
よう

韓
愈
が
､
｢
悌

骨

表

｣

の
た
め
に
憲
宗
の
怒
-
を
獲
て
ー
極
刑
は
免

ち
よう

れ
た
も
の
の
､
湖

州

の
刺
史
に
乾
さ
れ
た
の
は
ー
元
和
十
四
年

(8
)

か
んし
よ
う

9
)
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
､
そ
の
時
､
兄
弟
の
孫

韓

湘

に

滑
っ
た
詩
は
､

ら
ん
か
ん

て
つそ
ん

し
よ
う

｢左
遷
さ
れ
て

藍

関

に

至
-
､
姪

孫

の

湘

に

示
す
｣

(韓
昌
智
先
生
集

巻
十
)
と
題
す
る
｡
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一
対
朝
奏
九
重
天

夕
定
潮
州
路
八
千

欲
馬
聖
明
除
弊
享

有
婿
衰
朽
惜
残
年

雲
横
秦
嶺
家
何
在

雪
擁
藍
関
馬
不
前

知
汝
遠
来
鷹
有
意

好
収
吾
骨
療
江
連

あ
し
た

き
ゆ
うちよう

1
封

朝

に

奏
す

九

重
の
天

ゆ
う

rtち

夕
べ
に
潮
州
に
定
せ
ら
る

路
八
千

せい
めい

ため

へ
い
じ

は
つ

聖
明
の
馬
に
弊
事
を
除
か
ん
と
欲
す

あ

す
いき
ゆ
う

も

お

肯
え

王
家
朽
を
購
っ
て
残
年
を
惜

し
ま
ん

や
し
んれ
い

よこ

いず

あ

雲

は
秦
嶺
に
横
た

わ

っ
て
家
何
く
に
か
在

る
ら
んかん
よう

すす

雪

は
藍

関
を
擁
し

て
馬
前
ま
ず

な
ん
じ

ま
さ

知

ん
ぬ

汝
遠
く
乗
た
る

鷹
に
意

有
る

べ
し

よ

し
よ
う
こ
う

ほ
と
り

好
し

吾
が
骨
を

療

江

の

遠

に

収
め
よ

蘇
餌
の

｢涯
を
過
ぐ
｣
が
､
知
的
な
反
省
を
通
し
て
う
た
わ
れ
て

い
る
の
に
勤
し
ー
こ
の
詩
は
､
高
揚
し
た
感
情
を
そ
の
ま
ま
露
呈
し

て
い
る
｡
そ
の
鮎
で
は
､
前
に
引
用
し
た
杜
甫
の

｢
白
帝
城
の
最
高

模
｣

(七
八
真
上
)
に
近
い
性
格
を
備
え
て
い
る
｡

蘇
拭
は
､

黄
州

に
向
い
つ
つ
あ
る
姿
勢
の
ま
ま
で
､
未
知
の
前
途
に
も
生
命
の
新
し

い
営
み
を
預
想
す
る
の
と
は
封
択
的
に
､
韓
愈
は
､
離
れ
て
き
た
我

が
家
を
振
り
返
っ
た
姿
勢
で
ー
そ
の
前
途
を
否
定
し
ょ
う
と
す
る
､

蘇
斡
詩
論
稿

(
山
本
)

｢家
｣
と
い
う
固
定
さ
れ
た
も
の
に
執
着
す
る
韓
愈
に
射
し
て
､
蘇

餌
の
場
合
は
､
そ
の
執
着
を
棄
て
て
､
よ
旦
向
い
観
鮎
か
ら
､
自
分

の
今
置
か
れ
て
い
る
事
態
を
見
､
そ
の
前
途
を
展
望
し
て
い
る
｡
こ

の
相
違
は
､

最
後
の
詩
句
に
至
っ
て
､

愈
々
明
ら
か
に
さ
れ
る
｡

｢
た
だ
魚
と
米
さ
え
あ
れ
ば
ー
生
命
の
営
み
は
充
分
可
能
な
の
だ
｣

と
い
う
蘇
鱗
は
ー
そ
の
前
途
が
､
都
を
遠
く
離
れ
た
未
知
の
世
界
で

あ
っ
て
も
ー
そ
こ
に
於
け
る
自
分
の
生
活
は
ー

｢寄
｣
な
る
人
生
の

一
部
分
と
し
て
､

充
分
あ
り
う
る
の
だ
と
考
え
る
｡

と
こ
ろ
が
､

｢
よ
ろ
し
い
ー
･私
の
骨
を
療
江
の
ほ
と
り
で
拾
っ
て
く
れ
｣
と
韓
湘

に
呼
び
か
け
る
韓
愈
の
言
葉
は
､
新
し
い
生
活
は
ー
も
は
や
不
可
能

な
の
だ
と
い
う
考
え
方
に
基
い
て
い
る
｡
ほ
ぼ
同
様
の
保
件
下
に
置

か
れ
た
二
人
が
ー
比
の
如
き
封
照
を
示
す
の
は
､
人
生
を

｢寄
｣
な

る
も
の
だ
と
い
う
思
想
の
有
無
ー
自
分
の
硯
鮎
を
ど
れ
だ
け
自
由
に

動
か
し
う
る
か
の
相
違
に
基
く
も
の
で
あ
る
｡

四

｢遇
境
即
安
暢
｣

前
章
で
は
'

｢吾
生
如
寄
耳
｣
と
い
う
考
え
方
が
､
人
生
の
不
安

定
さ
に
射
し
て
､
あ
る

l
つ
の
解
決
を
輿
え
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
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第
十
三
冊

が
､
本
章
で
は
､
こ
の
考
え
方
を
､
さ
ら
に
積
極
的
な
面
に
於
て
捉

え
よ
う
｡

人
間
の
曹
み
の
中
に
は
､
哀
楽

･
盛
衰

･
禍
福
な
ど
､
さ
ま
ざ
ま

の
姿
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
､
先
に
引
用
し

た

｢
王
晋
卿
に
和
す
｣

(八
〇
真
上
)

の
中
に
'

蘇
餌
の
考
え
方
を

覗
う
こ
と
が
出
来
る
｡
人
生
が

｢寄
｣
な
る
も
の
で
あ
る
以
上
､
災

禍
も
幸
福
も
紹
封
的
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
.
人
生
が
､
愛
車

窮
り
な
い
も
の
だ
と
す
れ
ば
､
災
禍
も
幸
福
も
'
浮
動
的
な
も
の
で

し
か
な
く
ー
そ
れ
に
心
を
煩
す
要
は
､
竃
も
な
い
｡

一
た
び
過
ぎ
去

っ
た
も
の
は
､
再
び
捉
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
だ
か
ら
｡
ま
た
､

れ
い
い
ん
じ

り
き

照
寧
四
年

()07))
の
冬
､
璽

隠

寺

に
遊
ん
だ
蘇
餌
は
ー
李

杷

(壁

●-

甫
)
の
詩
に
和
し
た

｢
蛋
隠
寺
に
遊
び
､
来
詩
を
得
､
復
た
前
韻
を

も
ち

用

う

｣

(巻
七
)
の
中
で
､
次
の
よ
う
に
う
た
っ
て
い
る
｡

とも

し
ゆ
ゆ

盛
衰
哀
楽
両
栗
東

盛
衰
哀
楽

雨

に

須

異

な
ん

も
ち

う
れ
い

う
つ

う

何
用
多
憂
心
密
粁

何
ぞ
用
い
ん

憂

多

く
心

密

粁

た
る
を

盛
と
衰
ー
あ
る
い
は
京
と
禁
､
こ
れ
ら
は
す
べ
て
瞬
時
の
も
の
で

し
か
な
い
｡
だ
か
ら
､

一
つ
の
も
の
に
執
着
し
て
､
何
時
ま
で
も
く

よ
く
よ
す
る
必
要
は
な
い
｡

こ
れ
は
ー

｢吾
生
如
寄
耳
｣
か
ら
､
常
然
導
び
き
出
さ
れ
る
考
え

方
で
あ
る
｡
人
間
が
幸
福
で
あ
り
う
る
と
す
れ
ば
､
そ
れ
は
'
す
べ

て
の
執
着
を
脱
す
る
と
こ
ろ
に
､
は
じ
め
て
可
能
性
が
あ
る
｡

嘉
拓
四
年

()059)､
二
十
四
歳
で
故
郷
を
後
に
し
た
時
の
作

｢峡

を
出
づ
｣
(
奄

1)
の
中
で
ー
次
の

よ
う
に
う
た

う
｡

ぎんがん

入
峡
音
場
巌

峡
に
入
っ
て
峻
厳
を
喜
び

へ
い
こう

出
峡
愛
平
頻

峡
を
出
で
て
平
境
を
愛
す

あ
わ

わ
ず
ら
い

吾
心
淡
無
累

吾
が
心
は

淡
く
し
て

累

無
く

あ

す
なわ
あ
ん
ち
よう

遇
境
郎
安
暢

境
に
遇
え
ば

即
ち
安
暢

舟
が
峡
に
入
る
と
､
南
岸
の
険

し
い
巌
山
の
眺
め
を
喜
び
､
峡
を

め

出

る

と

､
ひ
ろ
び
ろ
と
し
た
風
景
を
愛

ず
る
｡
私
の
心
は
､
淡
く
何

の
わ
ず
ら
い
も
な
い
.
そ
れ
ぞ
れ
の
境
に
於
て
ー
つ
ね
に
の
ぴ
や
か

な
気
拝
に
な
る
｡

｢吾
心
淡
無
累
｣
は
､

｢人
生
如
寄
耳
｣
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ

て
､
は
じ
め
て
可
能
で
あ
る
｡
執
着
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
､
そ
こ

で

｢遇
境
郎
安
暢
｣
の
境
地
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

｢寄
｣
な

る
人
生
に
於
で
､
次
次
に
遭
遇
す
る
新
し
い
事
態
を
､
そ
れ
ぞ
れ
最

いじ
ゆ
ん

高
度
に
充
賓
さ
せ
よ
う
と
す
る
態
度
が
あ
る
｡
こ
れ
は
､
｢
委

順

の
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思
想
｣
と
で
も
解
し
て
よ
か
ろ
う
｡

だ
い

し
上
う
き

蘇
銭
は
､

ま
た
照
寧
十
年

()0
7
7
)
､
代

州

の
畢
官

蒋

垂

か

ら
茶

し
よ
う
き

を
滑
ら
れ
た
の
に
封
す
る
お
蔭
の
詩

｢
蒋
垂
の
茶
を
寄
せ
ら
る
る
に

和
す
｣

(巻
十
三

)

の
中
で
､
次

の
よ

うに

う

た
っ
て
い
る
.

せい

つ
ね

えん

我
生
首
事
常
陸
蘇

我
が
生
首

事
常に

緑
に
随
う

す
い
りく
べ
ん

四
方
水
陸
無
不
便

四
方
の
水
陸

便
な

ら
ざ
る
無

し

私
の
人
生
は
ー
こ
と
の
な
り
ゆ
き
に
委
せ
て
い
る
｡
私
を
と
り
ま

く
水
も
陸
も
､
す
べ
て
便
で
な
い
も
の
は
な
い
.

さ
ら
に
同
じ
詩
の
中
で
､

め

カ

人
生
所
遇
無
不
可

人
生

遇
う
所

可
な
ら
ざ

る
無
し

南
北
噂
好
知
誰
賢

南
北
の
噂
好

知
る
誰
か
賢
な
る

人
生
に
於
て
遭
遇
す
る
も
の
､
可
で
な
い
も
の
は
な
い
.
だ
か
ら
､

･まさ

南
北
と
北
方
で
は
ー
噂
好
に
相
違
が
あ
る
が
'
ど
ち
ら
が
勝
っ
て
い

る
か
は
､
断
じ
難
い
.

人
生
を
な
り
ゆ
き
に
委
せ
て
､
次
次
に
遭
遇
す
る
境
遇
に
抵
抗
し

な
3
.で
､
そ
れ
ぞ
れ
を

エ
ン
ジ
ョ
イ
し
て
行
こ
う
と
す
る
.
こ
れ
は
､

人
生
が

｢
寄
｣
な
る
も
の
で
あ
る
以
上
､
け
っ
し
て
袋
小
路
に
は
行

き
つ
く
こ
と
は
な
く
､
新
し
い
事
態
は
､
次
次
に
展
開
す
る
と
い
う

蘇
賦
詩
論
稿

(
山
本
)

確
信
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
.

け
い

紹
聖
二
年

()095)､
蘇
鱗
は
､

流
詞
の
他

藩

州

で
､
上
元
の
夜

を
迎
え
た
が
､

そ
の
日
の
作

｢
上
元
の
夜
｣

(筆

二
十
九
)

の
全
部

を
挙
げ
て
み
よ
う
｡

前
年
侍
玉
萱

･端
門
高
校
燈

壁
月
捷
宋
意

味
星
綴
触
稜

去
年
中
山
府

老
病
亦
育
興

牙
訴
穿
夜
市

練
馬
響
春
水

今
年
江
海
上

雲
房
寄
山
恰

亦
復
畢
膏
火

松
閲
見
層
暦

散
策
桃
柵
林

林
疎
月
賀
嘗

ぎ
よ
く
れ
ん

じ

前
年

玉

聾

に

侍

し

端
門

寓
枚
の
燈

へき
げ
つ

ふう
し

かか

壁
月
は
宋
窓
に

珪
り

しゆ
せ
い

こ
り
よう

つづ

珠
星
は
駄
稜
に
綴
る

去
年

中
山
府

ま

お

老
病

亦
た
官
に

興
く

が
き

ま
ち

う
が

矛
族
は
夜
の
市
を

穿
ち

て
つ
は

践
馬
は
春
の
妹
に
響
く

ほ
と
り

今
年

江
海
の
上よ

雲
房

山
借
に
寄
す

ま

ま

こう
か

あ

亦
た
復
た
菅
火
を
挙
げ

そ
う
そ
う

松
閲
に
暦
層
た
る
を
見
る

さ
ん
さく

こ
う
ろ
う
り
ん

散
策
す

税
碑
林

林
払
那
ら
に
し
て
月
は
翁
馨
扱うそ
う



中
国
文
革
報

使
君
置
酒
罷

簾
鼓
韓
松
陵

狂
生
来
索
酒

一
撃
軌
教
升

浩
歌
出
門
去

我
亦
蹄
啓
騰

第
十
三
筋

し
く
ん

ち
し
ゆ

や

使
君

置
酒
し
て
罷
み

しよう
こ

し
よ
う
り
よ
う

て
ん

篇
鼓

松

陵

に

韓
ずも

と

狂
生

乗
り
て
酒
を
索
め

すなわ

一
撃
に
軌
ち
教
升

浩
歌

門
を
出
で
て
去
れ
ば

ま

ば
う
と
う

我
も
亦
た

曹
膳
に
蹄
す

1
昨
年
ー
す
な
わ
ち
元
拓
八
年

(1093)
の
今
宵
は
'
都
に
居
て

天
子
の
萱
に
侍
し
た
｡
宴
を
賜
っ
た
宣
徳
門
に
は
､
寓
枝
の
燈
篭
が

た
ま

輝
い
て
い
た
o
壁
の
よ
う
な
月
が
官
垣
に
か
か
り
､
珠
の
よ
う
な
星

星
は
､
宮
殿
の
棟
で
ピ
カ
ビ
カ
し
て
い
た
｡

昨
年
､
す
な
わ
ち
元
拓
九
年

(四
月
改
元
､
紹
聖
元
年

)
0
9
4
)

て
い

の
今
宵
は
ー
定
州
に
い
た
｡
老
病
の
身
で
は
あ
つ
た
が
､
起
き
た
っ

て
､
軍
旗
を
押
し
た
て
て
賑
う
街
を
練
り
歩
き
､
馬
蹄
は
､
春
の
詠

を
ひ
び
か
せ
る
ほ
ど
だ
っ
た
｡

さ
て
､
今
年
､
紹
聖
二
年

()095)
は
､
ど
う
か
｡
私
は
流
諭
さ

れ
て
江
海
の
ほ
と
り
惑
州
に
居
り

ー
山
中
の
僧
房
に
寄
寓
し
て
い
る

が
､
や
は
り
.燈
寵
を
掲
げ
ー
そ
れ
が
松
林
を
透
し
て
幾
段
に
も
な
っ

こ
うろ
う
じゆ

て
い
る
の
が
眺
め
ら
れ
る
｡
南
方
特
有
の

桃

榔

樹

の

林
を
散
策
す
れ

ば
､
ま
ば
ら
な
林
の
中
は
､
月
の
光
で
乱
れ
た
髪
の
如
く
で
あ
る
｡

長
官
が
､
お
酒
を
御
馳
走
し
て
く
れ
た
｡
そ
れ
が
終
る
と
､
契
除
は

松
陵
の
方
に
去
っ
て
し
ま
っ
た
O
そ
こ
へ
票
遺
人
が
訪
ね
て
来
て
'

ね
だ

酒
を
強

請

り
ー
み
る
み
る
数
升
を
乾
し
て
､
高
歌
放
唱
し
な
が
ら
去

っ
て
し
ま
っ
た
｡
そ
こ
で
ー
私
も
､
ふ
ら
ふ
ら
と
酔
境
に
紡
い
込
ん

で
し
ま
っ
た
｡

元
拓
八
年
か
ら
紹
聖
二
年
に
至
る
三
年
間
に
､
蘇
覇
の
境
遇
は
､

｢吾
生
如
寄
耳
｣
の
言
葉
ど
う
り
ー
襲
持
し
て
､
今
や
恵
州
に
流
諭

さ
れ
る
身
の
上
と
な
っ
た
｡
こ
の
間
､
三
た
び
経
験
し
た
上
元
の
夜

は
､
そ
の
境
遇
は
､
そ
れ
ぞ
れ
異
つ
て
は
い
た
が
'
い
ず
れ
も
契
し

む
こ
と
が
出
来
た
｡
特
に
､
今
宵
は
流
詞
の
身
を
異
郷
に
置
い
て
は

い
る
が
､
そ
の
禁
し
さ
は
ー
以
前
に
劣
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
｡
読
者
は
､

こ
の
詩
に
流
諭
さ
れ
た
詩
人
の
悲
哀
を
讃
み
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡

い
か
に
不
遇
な
生
活
の
中
に
も
'
そ
れ
に
鷹
じ
た
幸
頑
な
時
間
が
､

つ
ね
に
存
在
す
る
｡
し
た
が
っ
て
､
た
と
え
流
詞
の
身
で
は
あ
つ
て

も
､
す
べ
て
を
悲
哀
で
彩
る
べ
き
で
は
な
い
｡
ま
た
ー
人
生
が
｢
寄
｣

な
る
も
の
で
あ
る
以
上
､
明
年
の
上
元
を
ど
う
い
う
境
遇
で
迎
え
る

か
は
測
り
え
な
い
が
､
そ
れ
だ
け
に
､
よ
り
幸
福
な
時
間
も
期
待
し
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う
る
の
だ
｡
と
す
れ
ば
､
今
の
蘇
拭
に
と
つ
て
最
も
大
切
な
こ
と
は
'

こ
の
夜
を
充
分
楽
し
む
こ
と
以
外
に
は
な
い
.

｢
上
元
の
夜
｣
の
詩

いじ
ゆ
ん

は
ー
｢
委

順

の

思
想
｣
を
､
蘇
餌
の
鮭
験
か
ら
ー
う
た
い
あ
げ
た
も

の
だ
と
い
え
よ
う
｡

｢
上
元
の
夜
｣
よ
り
は
､
潮
る
こ
と
に
な
る
が
､
元
豊
二
年

(-0

7
9
)

､
蘇
銭
は
ー
政
治
批
判
の
杏

で
御
史
墓
の
獄
に
繋
が
れ
､
死
と

直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
こ
の
事
件
は
､
そ
の
波
潤
に
富

む
生
涯
に
於
て
も
､
最
も
厳
し
い
試
練
で
あ
っ
た
｡
そ
の
獄
中
の
作

よ

も
つ

ご
く
り
や

で
､
｢
予

､
事
を

以

て

御
史
童
の
獄
に
繋
が
る
｡
獄

吏

棺

や
侵
さ
る
｡

みず
か
は
か

た

あた

し
ゆ
う

自

ら

度

る

に
堪

う
る

能

わ

ず
｡
獄
中
に
死
し
て
ー
子

由

と

一
別
す
る

ゆ
え

ご
く
そ
つ

り
よう
せ
い

も
つ

を
得
ざ
ら
ん
｡
散

に

二
詩
を
作
り
､
獄

卒

の

梁

成

に

授
け
ー
以

て

子

お
く

由
に

通

る

｣

(巻
十
九
)
と
題
す
る
詩
の
中
､

そ
の
第

1
首
を
あ
げ

そ
て
つ

よ
う
｡
弟
蘇

轍

へ

の
遺
言
の
詩
で
あ
る
｡

○

せ
いしゆ

聖
主
如
天
寓
物
春

聖

主

○

中
臣
愚
暗
自
亡

身
中
臣

有
年
未
満
先
償
債

百
年い

○

十
口
無
蹄
更
累

人
十
日

蘇
賦
詩
論
稀

(
山
本
)

天
の
如
く

寓
物

春
な
り

ぐ
あ
ん

ほ
ろ

愚
暗
に
し
て
自
ら
身
を
亡
ぼ
す

い
ま

ま

さ
い
つ
ぐ
な

未
だ
満
た
ざ

る
に

先
ず
債
を

償

さら

る
い

帝
す
る
無
く
更
に
人
を
累
す

あ
ら
ゆ

ところ

ぺ

是
庭
青
山
可
埋
骨

是
る
虞
の
青
山

骨
を

埋
む
可
し

○

ひ
と

し
よ
う
し
ん

他
時
夜
雨
猶
傷
紳

他
時
の
夜
雨

漏
り
傷

神

け
い
て
い

な

輿
君
世
世
為
兄
弟

君
と
世
世
兄
弟
と
為
り

0

ま

ら
い
し
よ
う
み
りよ
う

い
ん

又
結
来
生
未
了
国

又
た

来
生

未

了の
国
を
結
ぽ
ん

天
子
の
恩
は
天
の
如
く
､
寓
物
は
春
の
如
く
豊
か
だ
と
い
う
の
に
､

私
ひ
と
り
は
､
愚
暗
な
た
め
に
自
ら
身
を
亡
ぼ
す
に
至
っ
た
｡
百
年

の
寿
命
も
全
と
う
せ
ず
ー
は
や
く
も
債
を
償
う
こ
と
に
な
っ
た
が
､

十
人
の
家
族
た
ち
は
落
ち
つ
く
と
こ
ろ
も
な
く
､
さ
ら
に
迷
惑
を
及

ぼ
す
だ
ろ
う
.
ど
こ
で
あ
ろ
う
と
青
山
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
､
私
の

骨
を
埋
め
る
に
は
よ
い
の
だ
が
､
後
年
い
つ
か
夜
の
雨
音
に
ひ
と
り

心
を
傷
め
る
こ
と
も
あ
ろ
う
｡
君

(蘇
轍
)
と
は
､
世
世
兄
弟
に
な

っ
て
､
衆
生
も
ま
だ
轟
き
ぬ
因
縁
を
結
び
た
く
思
う
｡

蘇
鱗
は
ー
今
死
に
直
面
し
て
い
る
の
だ
が
､
詩
は
､
感
情
を
流
露

す
る
こ
と
よ
り
は
､
む
し
ろ
冷
静
に
う
た
わ
れ
で
い
る
｡
そ
こ
に
は
ー

死
に
封
す
る
恐
怖
と
か
､
あ
る
い
は
反
抗
的
な
姿
勢
は
な
く
ー
人
間

に
と
つ
て
は
自
然
な
成
り
ゆ
き
と
し
て
､

死
を
理
解
し
て
い
る
｡

｢是
虞
青
山
可
埋
骨
｣
の

一
句
は
､

｢吾
生
如
寄
耳
｣
と
い
う
考
え

方
か
ら
､
営
然
濠
期
さ
れ
る
人
生
の
結
末
で
あ
り
､
か
つ
て
韓
愈
が
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第
十
三
筋

う
た
っ
た

｢
好
収
我
骨
療
江
連
｣

(
八
五
真
上
)

と
い
う
投
げ
遣
り

と
も
い
う
べ
き

一
句
と
は
､
封
照
を
な
す
｡

こ
の
詩
は
､
次
に
あ
げ

る
出
獄
後
の
作
と
謹
み
あ
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
さ
ら
に
そ
の
性

格
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

蘇
拭
は
､

同
年
の
十
二
月

こ
う

二
十
八
日
,
許
さ
れ
て
獄
を
卦
で
､
黄
州

へ
責
乾
さ
れ
る
こ
と
に
な

こ
お
む

っ
た
が
､
出
獄
に
際
し
て
の
作
に
ー

｢
十
二
月
二
十
八
日
､
恩
を

蒙

け
ん
こう
す
い
ぷ
い
んが
い
ろ
う
こう
し
ゆ
う
だ
んれ
ん
ふく
し

ま

り
て

検

校

水

部

員

外

郎

黄

州

囲

練

副

使

を

支
援
さ
る
｡
復

た
前
寵
を

も
ち

用

う

二
首
｣

(巻
十
九
)
が
あ
り
､

獄
中
の
作
と
同
じ
冠
を
掩
ん

で
い
る
｡
そ
の
第

l
首

は
'

○

百
日
好
期
恰

及
春○

除
年
栗
事
最
関
身

出
門
便
旋
風
吹
面○

走
馬
聯
嗣
鵠
時

人

却
封
酒
杯
揮
似
夢○

試
拍
詩
筆
己
如
耐

此
災
何
必
深
追
答

あ
た

百
日
の
好
期

恰
か
も
春
に
及
ぶ

よ
ね
ん

ら
く
じ

も
つと

か
んし
ん

飴
年
の
栗
事

最
も

関
身

べ
ん
せ
ん

おもて

門
を
出
ず
れ
ば

便
旋
と
し
て
風
は
面
を
吹

き

れんべん

かささぎ

馬
を
走

ら
せ
ば
聯

劇
と
し
て

鶴

は
人
に

かまび
埠
す

し

かえ

む
か

す
べ

に

却

っ
て
酒
杯
に
封
え
ば
滞
て
夢
に
似

こ
こ
ろ

と

す
で

試
み
に
詩
筆
を
枯
れ
ば
己
に
融
の
如
し

わ
ざ
わ
い

つ
い
き
ゆ
う

此

の

災

何
ぞ
必
ず

し
も
深
く
追
巻
せ
ん

o

せつろく

あ

あ

病
緑
従
来
量
有
田

病
棟

従
来

豊

に
困
有

ら
ん

百
日
に
も
及
ぶ
入
獄
生
活

を
終
え
て
締
る
と
､
ち
よ
う
ど
春
だ
｡

こ
れ
か
ら
は
､
除
生
を
楽
し
む
こ
と
が
第

一
｡

l
た
び
門
を
出
る
と
､

な
に
か
と
ま
ど
う
よ
う
な
気
特
が
し
､
春
風
が
額
を
撫
で
る
O
馬
を

走
ら
せ
る
と
聯
廟
と
し
て
ー
喜
び
を
報
ら
せ
る
鶴
は
､
人
前
に
騒
騒

し
く
鳴
く
｡
振
り
か
え
っ
て
酒
杯
に
向
う
と
､
な
に
も
か
も
夢
の
よ

う
に
思
わ
れ
ー
試
み
に
筆
を
執
る
と
､
葱
か
れ
た
よ
う
に
詩
が
涌
き

出
る
｡
こ
の
た
び
の
災
禍
は
､
今
さ
ら
深
く
各
め
た
て
る
必
要
が
あ

ぬ
す

ろ
う
か
｡
も
と
も
と
疎
を

病

ん

で
い
た
の
だ
か
ら
､
も
と
よ
り
原
因

の
あ
る
こ
と
な
の
だ
｡

こ
の
詩
が
獄
中
の
作
と
同
じ
憩
で
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
み
で
も
､

二
首
は
､
連
作
と
し
て
の
意
識
が
非
常
に
強
く
､
む
し
ろ

一
首
の
詩

を
読
む
よ
う
な
読
み
方
を
要
求
す
る
で
あ
ろ
う
｡
前
詩
は
､
死
に
直

面
し
て
作
ら
れ
て
い
た
が
､
こ
の
詩
は
､
そ
れ
と
は
全
く
異
る
新
し

い

境
遇
に
於
て
作
ら
れ
て
い
る
｡
そ
の
特
徴
は
､
繁
の
な
い
明
る
さ

に
あ
ろ
う
｡

｢
此
災
何
必
深
追
啓
｣
と
う
た
う
如
く
'
過
ぎ
去
っ
た

暗
い
日
日
は
､
も
は
や
蘇
拭
の
心
を
息
わ
す
こ
と
な
く
､
彼
は
ー
今
､

豊
か
な
春
を
楽
し
ん
で
い
る
｡
こ
の
全
く
異
つ
た
境
遇
に
於
て
作
ら
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れ
た
二
首
の
詩
が
､
な
め
ら
か
に
連
漬
し
う
る
と
こ
ろ
に
､
蘇
銭
の

｢委
順
の
思
想
｣
の
県
債
を
み
る
こ
と
が
出
来
る
.

五

績

蘇
拭
の
詩
に
み
ら
れ
る

｢
の
ぴ
や
か
さ
｣
は
､
人
生
を
不
断
の
展

開
と
し
て
捉
え
た
こ
と
に
基
く
｡
古
来
う
た
わ
れ
て
き
た

｢人
生
如

寄
｣
の
詩
句
に
､
彼
は
､
新
し
い
意
義
を
輿
え
た
｡
人
生
の

｢寄
｣

な
る
こ
と
は
､
悲
嘆
す
べ
き
こ
と
で
は
な
く
､
新
し
い
幸
福
論
の
基

盤
に
な
り
う
る
も
の
で
あ
っ
た
｡

(
一
九
六
〇
ー
八
)

(補
注
八
二
真
下
)

こ
の
詩
は
蘇
轍
と
別
れ
る
恨
み
を
-
た
っ
た
も
の
で
'

｢我
生
如
飛
蓬
｣

の
旬
に
は
'
悲
嘆
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
旬
と
'

｢書
生
如
寄
耳
｣
の

句
と
の
間
に
は
'
間
隙
が
あ
る
｡
こ
の
間
隙
は
'
蘇
銭
の
成
長
と
も
関
聯
さ

せ
て
填
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
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)


