
｢蹄
去
来
今
鮮
｣
の

｢鮮
｣
に
つ
い
て

釜

谷

武

志

神
戸

大
学

陶
淵
明
の
あ
ま
た
あ
る
作
品
の
中
で
最
も
よ
-
知
ら
れ
る
も
の
の

l
つ
は

｢締
去
来
今
鮮
｣
で
あ
ろ
う
.
と
-
わ
け
目
頭
の

｢蹄
去
来

今
､
田
園
賂
蕪
胡
不
蹄
｣
は
､
｢締
り
な
ん
い
ざ
､
田
園
将
に
薫
れ

ん
と
す

胡
ぞ
蹄
ら
ざ
る
｣
と
い
う
猫
特
の
訓
請
と
あ
い
ま
っ
て
'

人
口
に
謄
灸
し
た
名
句
と
い
え
よ
う
｡
と
こ
ろ
で
陶
淵
明
に
と
っ
て
､

こ
の

｢掃
去
来
分
節
｣
は

｢鮮
｣
の
ジ
ャ
ン
ル
に
層
す
る
唯

1
の
作

品
で
あ
っ
て
'
他
に
同
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
は
見
あ
た
ら
な
い
｡
し
か

も
彰
津
の
令
を
辞
し
て
園
田
の
居
に
締
る
と
い
う
こ
と
は
'
淵
明
に

と
っ
て
き
わ
め
て
大
き
な
意
味
を
も
つ
決
意
と
行
動
で
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
｡
そ
れ
を
記
す
に
あ
た
っ
て
､
ど
う
し
て

｢辞
｣
の
形
式
を

選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
｡
た
と
え
ば
小
尾
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

お
ら
れ
る
｡

｢締
去
来
今
辞
｣
の

｢辞
｣
に
つ
い
て

(釜
谷
)

要
す
る
に
淵
明
は
'
鮮
賦
文
章
に
は
'
よ
-
多
-
の
関
心
を

示
さ
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
｡
た
だ
､
い
ま
故
郷
に
締
る
決
意

を
､
な
ぜ
鮮
賊
で
歌
い
あ
げ
た
の
か
｡
そ
の
異
意
は
わ
か
ら
な

い
が
'
｢蹄
ら
ん
か
な
｣
の
情
を
述
べ
よ
う
と
す
る
時
'
彼
の

好
き
な
古
き
膿
の
四
言
詩
､
ま
た
得
意
と
す
る
新
興
の
五
言
詩

で
は
'
十
分
感
慨
を
述
べ
切
れ
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
｡

故
郷
に
締
っ
て
味
わ
っ
た
田
園
生
活
は
'
｢園
田
の
居
に
締
る
｣

が
ご
と
き
五
言
詩
で
､
十
分
に
歌
え
る
L
t
｢農
を
勧
む
｣
が

ご
と
き
四
言
詩
で
'
満
足
で
き
る
と
思
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
'

｢蹄
ら
ん
か
な
｣
の
情
を
歌
う
に
は
'
鮮
朕
で
な
け
れ
ば
ふ
さ

①

わ
し
く
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う

｡

確
か
に
彰
滞
願
の
長
官
を
節
任
し
て
郷
里
に
戻
っ
た
後
の
作
と
考

え
ら
れ
る
も
の
に
'
｢蹄
園
田
居
詩
｣
五
首
が
あ
り
'
こ
れ
は
五
言

詩
で
あ
る
｡
と
す
れ
ば
'
蹄
郷
の
決
意
を
述
べ
る
の
に

｢節
｣
な
る

形
式
を
選
拝
し
た
の
は
'
お
そ
ら
-
何
ら
か
の
理
由
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
｡
た
と
え
そ
の
異
意
は
分
か
ら
な
い
に
し
て
も
'
理
由
に

つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
は
'
こ
の
作
品
の
も
つ
意
義
を
考
え
る

上
で
決
し
て
無
意
味
で
は
な
か
ろ
う
｡
よ
っ
て
こ
こ
に
本
稿
を
草
L
t
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1
つ
の
考
え
を
提
示
し
て
み
た
い
｡

②

｢韓
去
来
今
餅
｣
に
は
序
が
附
さ
れ
て
い
る
｡
そ
こ
で
は
こ
の
作

品
を
創
作
す
る
に
首
た
っ
て
の
い
き
さ
つ
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ

に
よ
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
｡

家
が
貧
し
-
て
農
耕
だ
け
で
は
生
活
し
て
ゆ
-
の
に
不
十
分
で
あ

っ
た
た
め
､
叔
父
の
つ
て
を
頼
-
に
小
さ
な
町
彰
滞
願
に
勤
め
る
こ

と
に
な
っ
た
｡
彰
洋
に
し
た
の
は
､
不
穏
な
時
勢
を
勘
案
し
て
遠
-

に
行
-
の
が
慣
ら
れ
､
こ
の
地
が
郷
里
か
ら
百
里
ば
か
り
の
近
さ
に

あ

っ
た
こ
と
と
'
官
田
か
ら
の
収
入
が
酒
を
作
る
の
に
十
分
で
あ

っ

た
こ
と
に
よ
る
｡
し
か
る
に
､
程
な
-
郷
里
に
韓
-
た
い
と
の
気
持

ち
が
わ
き
お
こ
っ
て
く
る
｡
す
な
わ
ち
'

｢少
日
に
及
ん
で
'
脊
然
と
し
て
締
ら
ん
か
な
の
情
有
-
0

何
と
な
れ
ば
'
則
ち
質
性
の
自
然
は
'
矯
席
す
る
の
得
る
所
に

こも

非
ず
｡
飢
凍
は
切
な
り
と
錐
も
､
己
に
違
え
ば
交
ご
も
病
む
｡

嘗
て
人
事
に
従
う
は
'
皆
な
口
腹
に
自
ら
役
す
｡
是
に
於
て
憤

･一▲

然
と
し
て
憤
慨
し
､
深
-
平
生
の
志
に
粗
ず
｣

｡

そ
ん
な
気
持
ち
に
な
っ
た
の
は
'
仕
官
を
せ
ず
に
丘
や
山
の
中
で

暮
ら
し
た
い
と
願
う
'
生
ま
れ
つ
き
の
性
格
は
無
理
に
襲
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
か
ら
｡
飢
え
や
凍
え
は
切
賓
で
は
あ
る
が
､
自
分
の
本

心
に
背
-
行
い
を
す
れ
ば
'
よ
け
い
に
悩
む
こ
と
に
な
る
｡
か
つ
て

仕
官
し
た
の
も
'
生
活
し
て
ゆ
-
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
う
と
､

ふ
だ
ん
か
ら
の
自
分
の
志
に
恥
じ
入
る
t
と
い
う
｡
そ
し
て
よ
-
直

接
的
な
辞
任
の
経
過
が
次
に
述
べ
ら
れ
る
｡

｢猶
お

一
稔
し
て
裳
を
赦
め
て
膏
に
逝
-
べ
L
と
望
む
も
'

尋
い
で
程
氏
の
妹
武
昌
に
喪
す
｡
情
は
駿
奔
に
在
-
'
自
ら
免

じ
て
職
を
去
る
｡
仲
秋
よ
-
冬
に
至
る
ま
で
'
官
に
在
る
こ
と

八
十
除
目
｡
事
に
困
-
て
心
に
順
う
｡
篇
に
命
づ
け
て

『蹄
去

来
今
』
と
日
う
｡
乙
巳
の
歳
十

一
月
な
り
｣

｡

あ
と

1
年
辛
抱
し
ょ
う
と
思
っ
て
い
た
が
'
程
氏
に
嫁
い
で
い
た

妹
が
武
昌
で
亡
-
な

っ
た
た
め
に
､
そ
れ
を
機
に
職
を
解
し
た
と
い

う
の
で
あ
る
｡
結
局
､
彰
樺
の
令
を
つ
と
め
た
の
は
'
八
月
か
ら
十

1
月
ま
で
の
八
十
日
鎗
-
で
し
か
な
い
｡

彰
揮
令
解
任
の
き

っ
か
け
に
つ
い
て
､
『宋
書
』
本
俸
や
昭
明
太

子

｢陶
淵
明
俸
｣
で
は
､
郡
の
督
郵
に
合
う
際
に
正
装
す
る
よ
う
に

一 2 -



と
願
の
役
人
か
ら
言
わ
れ
た
た
め
'
｢我

五
斗
米
の
馬
に
腰
を
折

っ
て
郷
里
の
小
人
に
向
か
う
能
わ
ず
｣
と
言
い
､
即
日
解
職
し
た
と

す
る
｡
『末
書
』
な
ど
で
描
か
れ
る
淵
明
像
は
確
か
に
'
高
潔
な
人

柄
を
強
調
す
る
た
め
に
賛
際
以
上
に
誇
張
さ
れ
て
'
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク

③

に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
た
可
能
性
も
あ
る

｡

し
た
が
っ
て
離
任
の
真
の

理
由
は
定
か
で
な
い
､
と
い
う
は
か
な
-
'
妹
の
死
も
お
そ
ら
く
は

一
つ
の
き

っ
か
け
に
過
ぎ
な
い
だ
ろ
う
｡
た
だ
､
｢序
｣
で
も
述
べ

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
'
生
来
世
俗
と
切
-
離
さ
れ
た
自
然
の
中
で
の

生
活
を
希
求
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
意
に
染
ま
ぬ
仕
官
を
鈴

儀
な
-
さ
れ
た
こ
と
が
原
因
の
一
つ
と
な
っ
て
､
辞
職
の
き
っ
か
け

を
ね
ら
い
つ
つ
た
え
ず
底
流
し
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
｡
と

す
れ
ば
､
｢蹄
去
来
今
鮮
｣
制
作
の
動
機
の
1
つ
が
'
仕
官
を
箭
め

て
園
田
の
居
に
締
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
は
'
明
ら
か
で
あ
る
｡

次
に
こ
の
作
品
の
題
名
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
｡
｢蹄
去
来

今
辞
｣
と
い
う
が
'
自
序
に
は

｢篤
に
命
づ
け
て

『蹄
去
来
今

』
と

日
う
｣
と
述
べ
て
お
り
､
こ
こ
で
の
作
品
名
と
し
て
は

｢韓
去
来

今
｣
で
あ
っ
て
､
｢鮮
｣
は
附
い
て
い
な
い
｡
ま
た
'
『末
書
』
本
俸

で
は

｢即
日
印
綬
を
解
き
て
職
を
去
る
｡
『蹄
去
来
』
を
賦
す
､
其

｢蹄
去
来
今
辞
｣
の

｢鮮
｣
に
つ
い
て

(釜
谷
)

の
詞
に
日
-
-
-
｣
と
し
て
'
そ
の
後
に
作
品
本
文

(序
を
除
-
)

の
引
用
が
頼
-
｡
す
な
わ
ち
題
と
し
て
挙
が
っ
て
い
る
の
は

｢韓
去

来
｣
で
あ
-
'
そ
れ
を

｢賦
｣
し
た
の
だ
と
い
う
｡
『青

書
』
'
『南

史
』
の
本
俸
'
昭
明
太
子

｢陶
淵
明
俸
｣
､
さ
ら
に
は
こ
の
作
品
を

載
録
す
る

『文
選
』
巻
四
五
も
'
題
名
と
し
て
は

｢蹄
去
来
｣
に
作

る
｡
な
ら
ば
､
｢蹄
去
来
今
辞
｣
と
い
う
題
は
'
後
人
の
手
に
よ
る

も
の
で
あ
ろ
う
か
｡

こ
れ
に
つ
い
て
松
浦
氏
は
'
現
行

『陶
集
』
諸
本
が
い
ず
れ
も

｢蹄
去
来
今
辞
｣
に
作
っ
て
い
る
こ
と
'
作
品
名
の
略
記
は
必
ず
し

も
珍
し
-
な
い
こ
と
'
『文
選
』
で

｢賦
｣
で
な
し
に

｢辞
｣
の
部

ヽ

に
分
類
さ
れ
て
い
る
こ
と
､
淵
明
自
身

｢蹄
去
来
今
賦
｣
に
作
っ
て

い
な
い
こ
と
'
な
ど
か
ら
､
｢少
な
-
と
も
'
淵
明
自
身
'
お
よ
び
､

六
朝
期
の
知
識
人
融
合
に
お
い
て
'
こ
の
作
品
が
狭
義
の

『賦
』
と

は
異
な
る
狭
義
の

『鮮
』
と
し
て
'
作
ら
れ
'
謹
ま
れ
て
い
た
こ
と

④

自
鰭
は
'
動
か
し
が
た
い
｣

と
さ
れ
る
｡

お
そ
ら
-
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
よ
い
と
思
う
｡
た
と
え
ば

『末

書
』
本
俸
で
'
｢
五
柳
先
生
博
｣
を
引
用
す
る
際
に

｢嘗
て

『五
柳

先
生
博
』
を
著
わ
し
て
以
て
自
ら
況
え
て
目
-
｣
と
い
い
'
｢命
子
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詩
｣
を
引
-
時
に

｢又
た

『命
子
詩
』
を
為
-
て
以
て
之
に
飴
-
て

日
-
｣
と
い
う
が
､
｢典
子
候
等
疏
｣
の
引
用
に
首
た
っ
て
は
'
｢子

に
書
を
輿
え
て
以
て
其
の
志
を
言
い
'
拝
せ
て
訓
戒
を
為
し
て
日

-
｣
と
し
て
い
る
｡
必
ず
し
も
作
品
名
と

一
致
し
て
は
い
な
い
｡
も

っ
と
も
へ
｢典
子
儀
等
疏
｣
と
い
う
題
じ
た
い
が
は
た
し
て
淵
明
の

手
に
な
る
か
否
か
'
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
-
'
あ
る
い
は
も
と
も
と

題
が
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
'
後
人
が
附
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡
し

か
し
な
が
ら
'
も
し
淵
明
自
身
が
ど
う
い
う
題
を
つ
け
た
か
を
考
え

れ
ば
'
｢輿
子
儀
等
疏
｣
は
き
わ
め
て
安
富
な
題
で
あ
-
､
少
な
-

と
も

｢疏
｣
と
い
う
文
鰭
名
は
き
わ
め
て
ふ
さ
わ
し
い
と
い
え
よ
う
｡

同
様
に
'
淵
明
自
身
が

｢締
去
来
今
鮮
｣
と
い
う
題
を
つ
け
た
か
ど

う
か
に
は
疑
問
が
残
る
が
へ
も
し
彼
が
題
と
つ
け
る
と
し
た
ら
'

ヽ

ヽ

｢鋸
去
来
今
賦
｣
で
は
決
し
て
な
-
'
｢蹄
去
来
今
鮮
｣
で
あ
る
だ

ろ
う
こ
と
に
､
誰
し
も
異
議
は
あ
る
ま
い
｡

次
に
他
の
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
を
見
て
み
よ
う
｡
淵
明
の
文
集
に
は

｢停
雲
｣
や

｢時
運
｣
な
ど
'
自
序
を
と
も
な
っ
た
四
言
詩
が
あ
る
｡

そ
の
序
に
は

｢停
雲
は
､
親
友
を
思
う
な
-
0
-
-
｣
と
詩
題
が
見

え
て
い
る
が
'
あ
え
て

｢停
雲
詩
｣
と
は
記
し
て
い
な
い
｡
｢時
運

詩
｣
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は

｢詩
｣
と
書
か

な
く
て
も
､
詩
で
あ
る
こ
と
が

一
目
瞭
然
だ
か
ら
で
あ
り
､
つ
け
な

い
習
慣
に
し
た
が
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡

淵
明
に
は

｢感
士
不
遇
賦
｣
と

｢閑
情
賦
｣
の
二
篤
の
朕
が
博
わ

っ
て
お
-
'
い
ず
れ
も
自
序
を
附
し
て
い
る
｡
前
者
で
は

｢昔
､
董

=
･

仲
野

『士
不
遇
の
賦
』
を
作
り
､
司
馬
子
長
又
た
之
を
為
る
.
-
-

遂
に
感
じ
て
之
を
賦
す
｣
と
い
う
だ
け
で
､
序
の
中
に
作
品
名
は
出

て
こ
な
い
｡
後
者
で
は

｢初
め
張
衡

『定
情
の
賦
』
を
作
-
'
察
畠

『静
情
の
賦
』
を
作
る
｡
-
-
余
'
園
間
暇
多
-
､
復
た
翰
を
染
め

て
之
を
為
る
｡
-
-
｣
と
あ
っ
て
'
こ
こ
に
も

｢閑
情
賦
｣
の
名
は

見
え
な
い
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず

｢感
士
不
遇
賦
｣
｢閑
情
賦
｣
の
題

が
残

っ
て
い
る
の
は
'
淵
明
自
身
が
つ
け
た
題
に
よ
る
に
ち
が
い
な

い
｡
二
篇
の
賊
の
題
が
淵
明
自
身
の
作
だ
と
す
れ
ば
'
｢韓
去
来
今
｣

ヽ

が

｢蹄
去
来
今
賦
｣
で
あ
る
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
よ

い
｡
な
ぜ
な
ら
'
も
し

｢賦
｣
で
あ
る
な
ら
､
二
篇
の
既
と
同
様
に

ヽ

淵
明
自
身
が

｢締
去
来
今
賦
｣
と
題
し
､
ま
た
序
の
中
で
も
先
行
す

る
類
題
の
朕
を
挙
げ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
'

松
浦
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
､
そ
う
題
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
｡



さ
て
ま
わ
-
-
ど
い
記
述
に
な
っ
た
が
､
以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え

て

｢韓
去
来
今
餅
｣
に
も
ど
っ
て
み
る
と
'
が
ん
ら
い
こ
の
作
品
の

題
に

｢辞
｣
が
附
い
て
い
た
可
能
性
は
き
わ
め
て
高
い
し
､
よ
し
ん

ば
後
人
が

｢酔
｣
を
附
加
し
た
に
し
て
も
､
作
品
の
本
文
か
ら
し
て

そ
れ
が

｢餅
｣
の
ジ
ャ
ン
ル
に
層
し
て
い
た
こ
と
は
'
も
と
か
ら
は

っ
き
り
し
て
い
た
と
い
え
る
｡

二

｢鮮
｣
と
は
い
か
な
る
文
鰹
で
あ
る
か
｡
『楚
鮮
』
に
淵
源
を
馨

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡
し
か
し
'
｢節
｣
単

猫
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
-
'
多
-
は

｢鮮
賦
｣
と
い
う
語
で

賦
と
と
も
に
ひ
と
ま
と
ま
り
に
な
っ
て
い
る
｡
む
ろ
ん
い
ず
れ
も

『楚
僻
』
の
文
倍
と
共
通
鮎
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
｡
た
だ
重
鮎
は
や

は
-
賊
の
方
に
置
か
れ
て
い
る
｡
た
と
え
ば
曹
杢

『典
論
』
論
文

ヽ
ヽ

(『文
選
』
巻
五
二
)
に

｢王
条
は
解
脱
に
長
ず
｡
徐
幹
は
時
に
斉
の

気
有
る
も
'
然
れ
ど
も
条
の
匹
な
り
｡
条
の
初
征

･
登
楼

･
根
賦

･

征
思
'
幹
の
玄
猿

･
漏
后

･
固
扇

･
橘
賊
の
如
き
は
'
張

〔衡
〕

･

察

〔
邑
〕
と
錐
も
過
ぎ
ざ
る
な
-
｣
と
あ
る
｡
こ
こ
の

｢鮮
賦
｣
は
'

｢蹄
去
来
今
辞
｣
の

｢鮮
｣
に
つ
い
て

(釜
谷
)

挙
例
さ
れ
て
い
る
作
品
か
ら
し
て
ほ
ぼ
朕
と
同
義
に
使
わ
れ
て
い
る

と
い
っ
て
よ
い
｡

『文
選
』
巻
四
五
で

｢蹄
去
来
今
辞
｣
と
並
ん
で
載
録
さ
れ
て
い

る
の
が
'
漠
武
帝
の

｢秋
風
辞
｣
で
あ
る
｡

秋
風
起
今
白
雲
飛

草
木
黄
落
今
雁
南
蹄

蘭
有
秀
今
菊
有
芳

携
佳
人
今
不
能
忘

法
模
虹

今

済
粉
河

横
中
流
今

揚
素
波

帯
鼓
鳴
今

馨
樟
歌

歓
楽
極
今
哀
情
多

少
壮
幾
時
今
奈
老
何

秋
風
起
ち
て
白
雲
飛
ぶ

草
木
黄
落
し
雁
南
緯
す

蘭
に
秀
有
-
菊
に
芳
有
-

佳
人
を
携
え
て
忘
る
能
わ
ず

模
紅
を
迂
べ
て
粉
河
を
潜
る

中
流
に
横
た
わ
-
て
素
波
を
揚
ぐ

篇
鼓
鳴
-
て
樽
歌
を
尊
す

歓
楽
極
ま
り
て
哀
情
多
し

少
壮
幾
時
ぞ
老
い
を
奈
何
せ
ん

武
帝
が
扮
陰
で
后
土
を
祭
紀
し
た
後
､
群
臣
と
宴
席
を
開
い
た
と

き
の
作
で
あ
る
と
い
う
序
を
と
も
な
っ
た

｢秋
風
鮮
｣
は
'
基
本
的

に
毎
句
三
言

(も
し
-
は
四
言
)
プ
ラ
ス
三
言
で
'
そ
の
中
間
に

｢今
｣
字
を
挟
ん
で
い
る
｡
作
品
全
膿
の
途
中
で
換
韻
し
っ
つ
'
毎

句
押
韻
し
て
い
る
鮎
以
外
に
､
｢歓
楽
極
ま
-
て
哀
情
多
L
t
少
壮
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幾
時
ぞ
老
い
を
奈
何
せ
ん
｣
に
集
約
さ
れ
る
'
作
者
自
身
の
個
人
的

な
感
情
を
拝
べ
て
い
る
鮎
も
特
徴
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
｡
し

か
し
何
と
言
っ
て
も
こ
の
作
品
が

｢鮮
｣
で
あ
る
こ
と
の
最
大
の
属

性
は
'
句
の
中
間
に

｢今
｣
を
含
む

｢騒
腰
｣
と
い
わ
れ
る
そ
の
句

形
に
あ
っ
て
､
『楚
酢
』
猪
特
の
句
形
と
結
び
つ
く
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
る
｡｢蹄

去
来
今
尉
｣
も
'
郷
里
に
締
る
に
首
た
っ
て
の
淵
明
個
人
の

感
懐
を
拝
べ
て
い
る
鮎
で
は
こ
れ
と
共
通
し
'
形
式
面
に
着
目
す
る

と
'
六
言
句
を
基
調
と
し
つ
つ
'
ひ
と
ま
と
ま
-
の
四
言
句
を
括
入

し
て
い
て
'
比
較
的
整
然
と
し
て
い
る
｡
次
に
冒
頭
部
分
を
掲
げ
て

み
る
｡韓

去
来
今

田
園
賂
蕪
胡
不
韓

臨
自
以
心
鳥
形
役

葵
個
恨
而
濁
悲

悟
巳
社
之
不
諌

知
来
者
之
可
迫

害
迷
途
其
未
達

鍾
-
な
ん
い
ざ

田
園
婿
に
蕪
れ
ん
と
す

胡
ぞ
鋸
ら
ざ
る

鉦
に
自
ら
心
を
以
て
形
の
役
と
為
す

実
ぞ
個
帳
と
し
て
濁
-
悲
し
ま
ん

巳
社
の
諌
め
ざ
る
を
悟
-

来
者
の
追
う
べ
き
を
知
る

賓
に
途
に
迷
う
こ
と
其
れ
末
だ
遠
か
ら
ず

覚
今
是
而
昨
非

今
の
是
に
し
て
昨
の
非
な
る
を
覚
る

隔
句
押
韻
で
あ
る
鮎
は
'
先
の

｢秋
風
鮮
｣
と
異
な
る
が
'
こ
れ

は
た
と
え
ば
七
言
詩
の
'
漢
代
か
ら
六
朝
に
か
け
て
の
毎
句
押
韻
か

ら
隔
句
押
韻
へ
の
流
れ
を
ふ
ま
え
れ
ば
､
奇
と
す
る
に
雷
た
ら
な
い
｡

む
し
ろ

｢今
｣
字
が
わ
ず
か
三
箇
所
に
し
か
見
ら
れ
な
い
鮎
が
問
題

で
あ
る
｡
つ
ま
-
'
｢鋸
去
来
今
鮮
｣
を

｢辞
｣
た
ら
し
め
て
い
る

の
は
'
三
言
プ
ラ
ス
助
字
プ
ラ
ス
二
言
を
基
調
と
す
る
句
形
も
さ
る

ヽ

こ
と
な
が
ら
'
｢復
駕
言
今
罵
求
｣
と
二
回
用
い
ら
れ
る

｢蹄
去
来

ヽ今
｣
と
の

｢今
｣
字
で
あ
る
｡
こ
の
作
品
か
ら

｢掃
去
来
今
｣
な
ど

の
句
を
省
い
て
し
ま
え
ば
'
朕
と
は
言
え
て
も
節
と
稀
す
る
の
は
な

か
な
か
困
難
で
あ
ろ
う
｡

｢今
｣
と
な
ら
ん
で

『楚
鮮
』
と
の
関
係
を
う
か
が
わ
せ
る
表
現

⑤

が
も
う
ひ
と
つ
あ
る
｡
そ
れ
は

｢巳
臭
乎
｣
で
あ
る
｡
井
上
氏
は

､

鑓
鍾
書

『管
錐
編
』
の
指
摘
を
ふ
ま
え
'
さ
ら
に
六
朝
期
の
鮮
朕
の

用
例
を
検
討
し
て
､
｢鋸
去
来
今
解
｣
の

｢己
臭
乎
｣
以
下
最
後
の

段
落
が
'
鮮
賊
の

｢乱
｣
に
相
首
す
る
と
い
う
考
え
を
提
示
し
て
い

る
｡
そ
れ
に
よ
れ
ば
'
飽
照

｢遊
思
賦
｣
､
簡
文
帝

｢悔
賦
｣
な
ど
'

劉
宋
以
降
の
い
-
つ
か
の
賊
の
末
尾
近
-
に
'
｢巳
臭
哉
｣
で
始
ま

- ∂-



る

一
段
落
が
あ
っ
て
'
乱
酔
の
展
性
を
具
え
て
い
る
'
と
い
う
｡
ま

た
井
上
氏
は

｢蹄
去
来
今
鮮
｣
の

｢己
臭
乎
｣
は
'
乱
酔
の
始
ま
-

を
示
す
記
境
と
し
て
の
役
割
が
大
き
-
'
そ
こ
に
思
想
性
は
見
出
し

が
た
い
と
さ
れ
る
が
'
従
来

｢ど
う
し
よ
う
も
な
い
｣
と
請
出
さ
れ

る
こ
の
句
が
'
果
た
し
て
記
髄
と
し
て
の
役
割
だ
け
に
終
わ
る
か
ど

う
か
は
な
お
検
討
を
要
す
る
に
し
て
も
､
｢己
臭
乎
｣
以
下
が
乱
の

性
格
を
も
っ
こ
と
の
指
摘
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
｡

乱
と
し
て
最
も
早
い
時
期
の
も
の
と
し
て
は
､
『楚
節
』
離
騒
篇

Jl
l
,

う
｡
乱
の
役
割
は
明
ら
か
で
な
い
が
､
王
逸
注
に

｢乱
は
'
理

む

る

な
-
｡
詞
の
指
を
蔑
理
し
て
'
其
の
要
を
線
撮
す
る
所
以
な
-
｣
と

あ
る
の
に
基
づ
き
'
全
篇
の
意
味
を
ま
と
め
る
も
の
と
考
え
て
よ
か

ろ
う
｡

さ
て

｢巳
臭
乎
｣
で
始
ま
る

｢蹄
去
来
今
箭
｣
の
最
後
の
段
落
を
'

そ
の
直
前
の
部
分
か
ら
頼
け
て
引
用
す
る
と
'
次
の
通
-
で
あ
る
｡

の
そ
れ
が
あ
る
｡

乱
日

己
ム矢
哉

囲
無
人
莫
我
知
今

又
何
懐
平
政
都

鑑
莫
足
輿
馬
美
改
号

吾
滑
従
彰
威
之
折
居

乱
に
日
く

己
ん
ぬ
る
か
な

園
に
人
無
-

我
を
知
る
美
し

又
た
何
ぞ
故
都
を
懐
わ
ん

鑑
に
輿
に
美
政
を
為
す
に
足
る
美
し

吾
牌
に
彰
戒
の
居
る
所
に
従
わ
ん
と
す

ち
な
み
に
王
逸
は

｢巳
実
は
絶
望
の
詞
な
-
｣
と
注
し
て
い
る
｡

｢乎
｣
と

｢夫
｣
は
異
な
る
も
の
の
'
井
上
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
､

｢己
臭
乎
｣
と

｢巳
奏
哉
｣
と
は
､
ほ
ぼ
同
じ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ

｢掃
去
来
今
群
｣
の

｢辞
｣
に
つ
い
て

(釜
谷
)

農
人
告
余
以
春
及

賂
有
事
於
西
崎

木
欣
欣
以
向
菓

泉
洞
滑
而
始
流

善
寓
物
之
得
時

感
吾
生
之
行
休

巳
臭
乎

寓
形
宇
内
復
幾
時

局
不
委
心
任
去
留

農
人

余
に
告
ぐ
る
に
春
の
及
べ
る
を

以
て
し

牌
に
西
噂
に
専
有
ら
ん
と
す

木
は
欣
欣
と
し
て
以
て
柴
に
向
か
い

泉
は
滑
洞
と
し
て
始
め
て
涜
る

寓
物
の
時
を
得
た
る
を
善
み
し

吾
が
生
の
行
-
ゆ
-
休
す
る
に
感
ず

巳
ん
ぬ
る
か
な

形
を
宇
内
に
寓
す
る

復
た
幾
時
ぞ

局
ぞ
心
を
委
ね
て
去
留
に
任
せ
ざ
る

- 7 -



中
国
文
筆
報

第
六
十

1
冊

胡
寛
平
遥
遠
欲
何
之

胡
為
れ
ぞ
遅
達
と
し
て
何
-
に
之
か
ん

と
欲
す
る

聯
乗
化
以
蹄
壷

契
夫
天
命
復
葵
疑

柳
か
化
に
乗
じ
て
以
て
蓋
-
る
に
蹄
し

･乃夫
の
天
命
を
柴
し
み
て
復
た
葵
ぞ
疑
わ

ん

こ
の
段
落
冒
頭
の

｢己
夫
乎
｣
は
'
乱
餅
の
開
始
で
あ
る
こ
と
を

指
示
す
る
と
同
時
に
'
｢ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
｣
意
も
含
む

の
で
は
な
い
か
｡
具
髄
的
に
は
'
直
前
の
段
落
で
述
べ
て
い
る
'
寓

物
が
春
に
な
る
と
生
命
の
息
吹
を
感
じ
さ
せ
る
の
と
封
照
的
に
'
自

分
の
生
が

一
歩

一
歩
死
に
近
づ
い
て
行
-
の
を
感
じ
た
こ
と
､
換
言

す
れ
ば
'
春
が
め
ぐ
り
来
て
､
冬
に
は
枯
れ
て
い
た
木
や
泉
の
水
が

再
び
生
命
を
恢
復
す
る
と
い
う
､
い
わ
ば
循
環
す
る
自
然
界
の
時
間

に
射
し
て
､
生
か
ら
老
い
'
そ
し
て
死
へ
と
つ
な
が
る
直
線
的
で
不

可
逆
的
な
人
間
の
時
間
を
賛
感
し
た
こ
と
を
指
す
に
ち
が
い
な
い
｡

そ
し
て
そ
の
こ
と
を

｢乱
｣
の
中
で
､
｢寓
形
宇
内
復
幾
時
｣
す
な

わ
ち
'
人
間
が
こ
の
世
に
生
き
て
い
る
の
は
い
く
ぼ
く
も
な
い
'
と

い
う
表
現
で
ま
と
め
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

｢蹄
去
来
今
鮮
｣
の
最
後
を
'
｢柳
乗
化
以
蹄
蓋
'
柴
夫
天
命
復

葵
疑
｣
つ
ま
-
'
ま
ず
は
大
自
然
の
撃
化
に
任
せ
て
死
へ
と
締
ろ
う
t

か
の
天
命
を
楽
し
ん
で
も
う
何
を
も
疑
わ
な
い
t
と
自
分
自
身
の
こ

れ
か
ら
の
生
き
方
を
示
す
こ
と
ば
で
結
ん
で
い
る
の
は
､
淵
明
の
作

品
に
常
套
の
ま
と
め
か
た
で
あ
る
が
'
｢離
騒
｣
の
乱
に

｢吾
婿
従

彰
威
之
折
居
｣
と
'
主
人
公
が
彰
威
の
も
と
へ
行
こ
う
と
思
う
'
こ

れ
か
ら
の
姿
勢
を
述
べ
て
終
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
｡

｢韓
去
来
今
辞
｣
に
お
け
る

『楚
鮮
』
の
影
は
'
思
い
の
ほ
か
濃
い

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

｢韓
去
来
今
鮮
｣
の

｢己
臭
乎
｣
が
'
『楚
鮮
』
離
騒
篤
の
乱
の

｢巳
臭
哉
｣
に
近
似
値
を
求
め
う
る
こ
と
は
､
す
で
に
述
べ
た
｡
じ

つ
は
淵
明
に
は
離
騒
篤
の

｢巳
臭
哉
｣
に
言
及
す
る
箇
所
が
あ
る
｡

｢士
の
不
遇
に
感
ず
る
賦
｣
の
序
に

｢正
を
懐
い
道
に
志
す
の
士
､

或
い
は
玉
を
昔
年
に
潜
め
'
己
を
潔
-
し
操
を
清
-
す
る
の
人
､
或

いたす

い
は
世
を
没
す
る
ま
で
以
て

徒

ら

に
勤
む
｡
故
に

〔
伯
〕
夷

･

いず

〔
四
〕
略
に
､
『
安

-

に
蹄
せ
ん
』
の
欺
き
有
-
'
三
間
'
『己
央
』

の
哀
し
み
を
尊
す
｣
と
い
う
.
屈
原
が

｢離
騒
｣
の
乱
で

｢巳
臭

哉
｣
と
述
べ
た
こ
と
を
指
す
｡
し
か
も

｢感
士
不
遇
賦
｣
序
は
､
引



かな

き
績
い
て
い
う
'
｢悲
し
い
夫
｡
形
を
寓
す
る
こ
と
百
年
'
瞬
息
に

し
て
巳
に
蓋
き
｣
と
｡
悲
し
い
こ
と
だ
'
こ
の
世
に
身
膿
を
寄
せ
る

こ
と
は
長
-
と
も
百
年
'
あ
っ
と
い
う
間
に
死
が
訪
れ
る
｡
こ
の

｢三
間
聾
己
臭
之
哀
｡
悲
夫
｡
寓
形
百
年
､
而
瞬
息
巳
蓋
｣
は
'

｢蹄
去
来
今
鮮
｣
の

｢巳
臭
乎
'
寓
形
宇
内
復
幾
時
｣
と
酷
似
し
て

い
る
で
は
な
い
か
｡

淵
明
の

｢感
士
不
遇
賦
｣
は
'
｢蹄
去
来
今
鮮
｣
同
様
'
六
言
句

を
基
調
と
し
つ
つ
'
四
言
句
な
ど
を
ま
じ
え
て
い
る
｡
六
言
句
の
四

宇
目
に

｢而
｣
｢之
｣
｢以
｣
な
ど
の
助
字
を
置
-
鮎
で
も
'
両
者
は

共
通
し
て
い
る
｡
こ
の
賦
は
'
す
ぐ
れ
た
才
能
を
有
し
な
が
ら
不
遇

の
ま
ま

一
生
を
終
え
た
歴
代
の
人
物
た
ち
を
た
ど
-
'
最
後
は
我
が

身
に
引
き
寄
せ
て

｢誠
に
謬
含
す
る
も
以
て
拙
を
取
-
'
且
つ
欣
然

と
し
て
蹄
ら
ん
｡
孤
襟
を
擁
し
て
以
て
歳
を
畢
え
'
良
債
を
朝
市
に

謝
せ
ん
｣
と
'
俗
世
で
の
出
世
を
拒
絶
し
て
'
も
と
の
園
田
の
生
活

に
も
ど
ろ
う
と
す
る
姿
勢
を
示
し
て
終
わ
る
｡
こ
の
鮎
で
も

｢蹄
去

来
骨

幹
｣
と
似
通
っ
た
と
こ
ろ
を
も
つ
｡
し
て
み
る
と
､
｢蹄
去
来

今
節
｣
が
餅
で
あ
る
ゆ
え
ん
は
'
｢今
｣
字
の
使
用
と
､
｢己
臭
乎
｣

に
始
ま
る
乱
に
似
た
部
分
の
存
在
と
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
｡

｢韓
去
来
今
辞
｣
の
｢辞
｣
に
つ
い
て
(釜
谷
)

繰
-
返
せ
ば
'
『楚
鮮
』
ら
し
さ
を
よ
り
濃
く
ひ
き
ず
っ
て
い
る
鮎

に
求
め
ら
れ
る
と
い
え
る
｡

三

で
は
'
淵
明
は
な
ぜ

『楚
鮮
』
を
容
易
に
連
想
さ
せ
る

｢鮮
｣
の

ス
タ
イ
ル
を
選
び
取
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
れ
を
考
え
る
た
め
に
､

い
ま
い
ち
ど

｢蹄
去
来
今
辞
｣
に
も
ど
っ
て
み
よ
う
｡

ま
ず

｢蹄
去
来
｣
と
い
う
濁
特
の
表
現
に
着
目
す
る
と
'
唐
代
の

念
備
讃
歌
と
し
て
俸
わ
っ
て
い
る
資
料
の
中
に

｢蹄
去
来
｣
を
含
む

⑥

⑦

も
の
が
あ
る

｡

樺
法
照
の

｢蹄
去
来
｣
(｢賓
門
閥
｣)
六
首

か

ら
'
試

み
に
第

一
首
を
次
に
掲
出
す
る
｡

蹄
去
来

賓
門
開

正
見
浦
陀
昇
賓
座

菩
薩
散
花
柄
善
哉

補
善
哉

蹄
-
な
ん
い
ざ

軍
門
開
く

正
に
見
ゆ

禰
陀
の
賓
座
の
昇
る
を

菩
薩
散
花

善
き
か
な
と
稲
す

善
き
か
な
と
科
す

他
の
五
首
も
基
調
は
同

一
で
'
三
言

二
二
言

･
七
言

･
七
言

･
三
言

の
五
句
な
ら
成
る
｡
五
旬
日
は
'
四
句
の
最
後
三
字
の
反
復
で
t
L
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た
が

っ
て
二
旬
日
と
四
旬
日
､

そ
し
て
五
旬
日
の
末
尾
で
押
韻
す
る
｡

さ
ら
に
稗
法
照
に
は

｢蹄
去
来
｣
(｢締
西
方
讃
｣)

様
に
第

一
首
を
掲
げ
る
と
'

⑧

十
首
も
あ
る
｡
同

蹄
去
来

誰
能
悪
道
受
輪
過

且
共
念
彼
禰
陀
悌

往
生
極
楽
坐
花
茎

蘇
-
な
ん
い
ざ

誰
か
能
-
悪
道
輪
廻
を
受
け
ん
や

しJよら
且

く
共
に
彼
の
禰
陀
価
を
念
ず
れ
ば

極
楽
に
往
生
し
て
花
妻
に
坐
せ
ん

こ
ち
ら
は
'
冒
頭
の

｢蹄
去
来
｣
の
後
に
'
整
然
と
し
た
七
字
句
が

連
績
し
て
い
る
｡
ま
た
'
こ
れ
は
樺
法
照

の
も

の
で
は
な

い
が
'

⑨

｢際
去
来
｣
で
始
ま
る
歌

も

博
わ

っ
て
い
る
｡

隠
去
来

障
れ
な
ん
い
ざ

尋
室
杢
有
有

室
を
尋
ぬ
れ
ば

室
に
有
有
り

ふた

畢
尭
雨
無
名

畢
克
南
つ
な
が
ら
名
無

し

二
境
安
心
欲
何
守

二
境
安
心
な
れ
ば

何
を
か
守
ら
ん
と
欲

す
る

み

不
長
不
短
鑑
重
心

長

か
ら
ず
短
か
ら
ず

室
を
鑑
る
心

･M

君
見
重
心
還
是
有

君
が
室
を
見
る
心

還
た
是
れ
有
な
り

室
有
倶
遵
法
無
依

室
有
供
に
遣
れ
ば

法
依
る
無
し

智
者
融
心
目
安
偶

智
者
は
心
を
融
し

自
ら
偶
に
安
ん
ず

隙
去
来

障
れ
な
ん
い
ざ

みだ

勿
浪
渡
波
走

浪
-
に
渡
波
と
し
て
走
る
こ
と
勿
か
れ

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
俗
世
を
捨
て
て
陰
れ
'
悌
道
に
蹄
依
す
る
よ
う

に
勧
め
る
歌
で
あ
る
｡
す
る
と
'
｢締
去
来
今
鮮
｣
は
儒
教
の
讃
歌

と
深
い
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
｡
必
ず
し
も
そ
う
と
は
断
言
で
き

な
い
｡
と
い
う
の
も
'
次
の
よ
う
な

｢隠
去
来
｣
を
含
む
表
現
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
｡

所
孔
賓

所
孔
賓

隈
去
来

隙
去
来

修
飾
人
世

甚
苦
不
可
譜

所
得
未
毛
鉄

所
喪
如
山
崖

所
孔
賓
よ

所
孔
賓

隠
れ
な
ん
い
ざ

陰
れ
な
ん
い
ざ

人
世
を
修
飾
す
れ
ば

か
な

甚
だ
苦
し
-

諾
う
べ
か
ら
ず

得
る
所
は

未
だ
毛
錬
な
ら
ず

喪
う
所
は

山
崖
の
如
し

10

こ
こ
に
引

い
た
の
は
'
『青
書
』
隠
逸

･
所
嘉
博
の

1
節
で
あ
る
｡

｢
所
嘉
､
字
は
孔
賓
'
酒
泉
の
人
な
-
｡
少
-
し
て
清
貧
､
撃
を
好



む
｡
年
二
十
徐
に
し
て
'
夜
忽
ち
箇
中
よ
-
聾
有
-
て
呼
び
て
日

-
｣
に
頼
-
の
が
こ
れ
で
あ
る
｡
夜
突
然
所
嘉
の
耳
に
聞
こ
え
て
き

た
の
が
'
右
の
こ
と
ば
で
あ
る
｡
｢語
｣
と

｢崖
｣
が
押
韻
し
て
い

る
こ
と
か
ら
し
て
'
｢修
飾
人
世
｣
の
句
に
は

一
字
脱
字
が
あ
っ
て
､

本
来
は
後
半
四
句
が
整
っ
た
五
言
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
｡
き
っ

と
謡
諺
の
類
に
ち
が
い
な
い
｡

こ
の
聾
を
聞
い
た
所
嘉
は

｢且
に
し
て
逃
げ
去
り
､
西
の
か
た
敦

塩
に
至
-
'
撃
官
に
依
-
て
書
を
諭
す
｡
貧
に
し
て
衣
食
無
し
'
書

生
都
養
と
烏
-
て
以
て
自
ら
給
す
｡
遂
に
経
博
に
博
通
L
t
大
義
を

精
究
す
｣
と
な
っ
た
と
い
う
｡
つ
ま
-
そ
の
翌
朝
か
ら
､
世
を
捨
て

て
学
問
に
志
し
'
儒
学
者
と
し
て
大
成
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
｡
彼

の
耳
に
聞
こ
え
た

｢隙
去
来
｣
は
'
俗
世
か
ら
隠
れ
る
よ
う
に
､
と

の
天
の
聾
で
あ
っ
た
の
だ
｡
も
ち
ろ
ん
こ
の
請
じ
た
い
は
多
分
に
脚

色
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
が
'
興
味
深
い
の
は
謡
諺
や
歌
の
形
式
の
中

に

｢隠
去
来
｣
が
見
え
る
こ
と
で
あ
る
｡
昔
時
に
あ
っ
て
は
こ
う
し

た
言
い
回
し
が
ご
-
普
通
に
使
わ
れ
て
い
た
に
相
違
な
い
｡
で
あ
れ

ば
'
今
日
に
博
わ
る
唐
代
の
悌
敦
讃
歌
中
の

｢陰
去
来
｣
や

｢蹄
去

来
｣
と
い
っ
た
語
は
'
係
数
に
特
有
の
表
現
と
い
う
よ
り
も
'
む
し

｢蹄
去
来
今
辞
｣
の

｢辞
｣
に
つ
い
て

(釜
谷
)

ろ
民
間
で
よ
-
知
ら
れ
て
い
た
表
現
を
用
い
て
悌
道
へ
の
蹄
依
を
勧

誘
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
｡

い
ま
ひ
と
つ
関
心
を
ひ
か
れ
る
の
は
'
こ
の
所
嘉
と
同
じ
隠
逸
侍

に
陶
淵
明
の
博
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
｡
｢隠
去
来
｣
や

｢蹄
去
来
｣

と
い
う
表
現
は
'
あ
る
い
は
世
俗
か
ら
隠
れ
る
際
に
'
口
頭
で
常
用

さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡
そ
う
い
え
ば
､
陶
淵
明
は
詩
の
な

か
に
'
口
語
的
､
俗
語
的
な
表
現
を
あ
え
て
持
ち
こ
ん
だ
詩
人
で
あ

⑲
っ
た

｡

昔
時
'
日
常
語
と
し
て
は
頻
用
さ
れ
て
い
た
が
､
詩
作
品
に

通
常
用
い
な
い
表
現
を
､
｢蹄
去
来
今
鮮
｣
で
使
っ
た
の
か
も
し
れ

な

い

｡
い
ず
れ
に
せ
よ
う
｢掃
去
来
｣
は
賓
際
の
場
所
と
し
て
の
園

田
へ

の
蹄
郷
で
あ
る
と
と
も
に
､
生
き
方
と
し
て
の
隠
逸
へ
の
掃
乗

で
あ
る
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
認
識
さ
せ
ら
れ
る
｡

ま
た
､
や
や
時
代
は
降
る
が
'
梁
の
昭
明
太
子
が
亡
-
な
る
前
後
'

世
間
で
流
行
っ
た
俗
謡
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
｡

鹿
子
開
城
門

康
子
城
門
を
開
き

城
門
鹿
子
開

城
門
鹿
子
開
-

富
開
復
未
開

首
に
開
-
べ
き
に
復
た
未
だ
開
か
ず

使
我
心
俳
個

我
が
心
を
し
て
俳
桐
せ
し
む

- ll-
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城
申
請
少
年

城
中
の
諸
少
年

⑪

逐
歓
蹄
去
来

歓
を
逐
い
て
蹄
去
来
す

｢鹿
子
開
｣
は

｢束
子
実
｣
を
も
じ
っ
て
い
て
'
昭
明
太
子
の
死
を

武
帝
が
芙
し
た
こ
と
を
指
す
｡
｢逐
歓
蹄
去
来
｣
は
､
太
子
の
長
子

で
あ
る
蒸
散
が
嫡
孫
ゆ
え
次
期
皇
帝
に
な
る
は
ず
の
と
こ
ろ
が
､
武

帝
の
意
に
染
ま
ず
'
薄
幸
王
に
封
ぜ
ら
れ
て
蹄
任
し
た
こ
と
を
暗
に

い
う
と
さ
れ
る
｡
こ
こ
は
押
韻
の
関
係
上

｢蹄
去
来
｣
と
い
う
表
現

に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
'
俗
謡
で
あ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で

あ
ろ
う
｡
多
分
に
口
語
的
な
言
い
回
し
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
｡

｢蹄
去
来
今
鮮
｣
の
本
文
で
､
｢締
り
な
ん
い
ざ
'
田
園
豚
に
蕪

れ
ん
と
す

胡
ぞ
蘇
ら
ざ
る
｣
で
始
ま
る
冒
頭
か
ら
の
十
二
行
は
'

六
言
句
を
基
調
に
し
て
'
辞
任
を
決
意
し
た
経
過
と
蹄
郷
の
様
子
を

述
べ
る
｡
そ
の
中
で
注
目
す
べ
き
は
'
第
三

･
四
句
の

｢既
に
自
ら

心
を
以
て
形
の
役
と
為
す
､
葵
ぞ
個
帳
と
し
て
濁
-
悲
し
ま
ん
｣
で

あ
ろ
う
｡
自
分
の
心
を
身
膿
の
犠
牲
に
し
た
こ
と
'
す
な
わ
ち
自
己

の
信
念
を
ま
げ
て
出
仕
し
た
こ
と
を
悔
い
て
い
る
｡
の
み
な
ら
ず
､

そ
れ
を

｢自
ら
｣
行
な
っ
た
こ
と
を
反
省
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
蕪

れ
か
け
て
い
た
田
園
が
､
賓
際
の
園
田
の
こ
と
で
あ
る
ば
か
-
か
､

淵
明
自
身
の
本
来
の
自
己
の
生
き
方
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
｡

次
の
八
行
は
四
字
句
の
連
積
で
､
蹄
宅
の
喜
び
と
家
中
の
様
子
を

述
べ
て
い
る
｡
｢三
遷

荒
に
就
-
も
'
松
菊
猶
お
存
す
｣
の
二
句

は
'
庭
の
三
本
の
小
道
は
荒
れ
始
め
て
い
る
が
'
松
と
菊
は
残

っ
て

い
る
の
謂
い
で
あ
る
｡
よ
-
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

｢三
選
｣
に
は

基
づ
-
と
こ
ろ
が
あ

っ
て
'
後
漠
の
蒋
詔
が
官
職
を
辞
し
て
隠
遁
生

活
を
始
め
'
三
本
の
小
道
を
作

っ
て
隠
者
以
外
と
は
交
際
を
絶

っ
た

こ
と
か
ら
､
隠
者
の
住
ま
い
を
さ
す
｡
そ
れ
が
荒
れ
始
め
て
い
た
と

い
う
の
は
､
役
所
つ
と
め
が
八
十
日
あ
ま
り
で
あ

っ
た
時
間
の
長
さ

を
意
味
す
る
し
'
松
と
菊
は
そ
の
ま
ま
で
あ
る
と
い
う
の
は
'
本
来

の
自
分
自
身
が
恢
復
で
き
た
こ
と
を
示
唆
す
る
｡

績
-
十
二
行
は
元
来
の
六
字
句
に
も
ど
-
､
近
景
か
ら
遠
景
に
ゆ

っ
-
り
と
視
線
を
移
動
さ
せ
な
が
ら
'
家
の
情
景
'
庭
の
様
子
､
さ

ら
に
外
の
情
景
を
描
-
｡
そ
の
中
で

｢門
は
設
く
と
錐
も
常
に
閲
せ

-
｣
の
句
は
､
世
俗
と
の
断
絶
を
あ
ら
た
め
て
感
じ
さ
せ
る
｡
そ
の

こ
と
が
よ
-
強
調
さ
れ
る
の
が
､
次
の
段
落
で
あ
る
｡

72



蹄
去
来
骨

鋸
-
な
ん
い
ざ

千

請
息
交
以
絶
瀞

請
う

交
わ
-
を
息

め
て
以
て
瀞
を
絶
た
ん

世
輿
我
而
相
違

世

我
と
相
い
違
う

)}
なに

復
駕
言
今
寓
求

復
た
駕
し
て
言
に
蔦
を
か
求
め
ん

｢蹄
去
来
今
｣
で
始
ま
る
こ
の
段
落
で
､
世
間
と
の
交
遊
を
き

っ

ば
-
断
ち
切
る
こ
と
を
表
明
す
る
｡
世
俗
は
自
分
と
相
容
れ
な
い
の

だ
か
ら
､
ま
た
仕
官
し
て
何
を
求
め
よ
う
と
す
る
の
か
､
と
い
う
こ

と
ば
に
は
'
二
度
と
役
所
に
は
仕
え
る
こ
と
な
-
､
隠
遁
生
活
を
貫

徹
し
ょ
う
と
の
断
固
と
し
た
決
意
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
｡
｢蹄
去
来

今

辞
｣
は
'
隠
逸
の
決
意
表
明
の
作
で
も
あ
る
｡

さ
て
選
拝
し
た
文
鰹
で
あ
る

｢鮮
｣
が
､
『楚
酢
』
と
の
闘
わ
-

を
示
す
と
す
れ
ば
､
具
膿
的
に

『楚
鮮
』
の
ど
こ
を
淵
明
は
意
識
し

た
の
だ
ろ
う
か
｡
離
騒
篇
で
あ
ろ
う
か
｡
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
離

騒
篇
の

｢乱
｣
に
は
'
｢己
ん
ぬ
る
か
な
｣
の
表
現
が
見
え
へ
こ
れ

は

｢蹄
去
来
今
餅
｣
の
末
尾
段
落
の
書
き
出
し
と
'
看
過
で
き
な
い

共
通
鮎
を
も

っ
て
い
る
｡
ま
た
淵
明
は

｢感
士
不
遇
賦
｣
の
序
で

｢三
間
､
『巳
央
』
の
哀
し
み
を
覆
す
｣
と
'
屈
原
が

｢離
騒
｣
の

乱
で

｢己
臭
哉
｣
と
慨
歎
し
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
も
､
す
で
に

｢締
去
来
今
辞
｣
の

｢辞
｣
に
つ
い
て

(釜
谷
)

述
べ
た
と
お
-
で
あ
る
｡
お
そ
ら
-
淵
明
に
と
っ
て
､
あ
た
ら
才
能

を
生
か
せ
な
い
ま
ま
で
死
ん
だ
屈
原
は
､
自
分
自
身
と
重
な
-
合
う

非
常
に
近
し
い
存
在
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
｡
そ
の
鮎
に
お
い
て
'

『楚
鮮
』
離
騒
篤
の
ス
タ
イ
ル
に
な
ら
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は

な

い

｡

し

か
し
､
隠
逸
と
い
う
角
度
か
ら
見
れ
ば
'
同
じ

『楚
鮮
』
で
も

招
隠
士
篇
の
方
が
重
み
を
も
っ
て
い
よ
う
｡
王
逸
の
章
句
に
い
う
.

｢招
隠
士
な
る
者
は
､
准
南
小
山
の
作
る
所
な
-
｡
昔
准
南
王
安
は
､

博
雅
に
し
て
古
え
を
好
み
'
天
下
の
俊
偉
の
士
を
招
懐
す
｡
八
公
の

徒
よ
-
'
威
な
其
の
徳
を
慕
い
て
其
の
仁
に
蹄
L
t
各
お
の
才
智
を

渇
-
L
t
篇
章
を
著
作
L
t
分
か
れ
て
辞
朕
を
造
-
'
類
を
以
て
相

い
従
う
｡
故
に
或
い
は
小
山
と
稀
L
t
或
い
は
大
山
と
稀
す
'
其
の

義
は
猶
お
詩
に
小
雅

･
大
雅
有
る
が
ご
と
き
な
-
｡
小
山
の
徒
は
､

屈
原
を
関
傷
し
､
又
た
其
の
文
の
､
天
に
昇
-
雲
に
乗
-
'
百
神
を

ー･
-)

役
侵
し
て
'
仙
の
似
若
き
者
な
る
を
怪
し
む
｡
身
は
沈
浸
す
と
錐
も
'

名
徳
蘇
ら
か
に
聞
こ
ゆ
る
は
'
山
樺
に
隠
虞
す
る
と
異
な
る
無
し
､

故
に
招
隠
士
の
俄
を
作
り
､
以
て
其
の
志
を
章
ら
か
に
す
る
な
り
｣
｡

准
南
王
劉
安
の
門
人
で
あ
っ
た
小
山
の
作
と
さ
れ
る

(
『文
選
』
巻
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三
三
は
'
劉
安
の
作
と
す
る
)｡
王
過
に
よ
れ
ば
'
小
山
は
屈
原
を
い

た
ん
で
'
肉
鰹
が
ほ
ろ
ん
で
も
名
聾
が
贋
ま
る
鮎
に
お
い
て
､
隠
者

と
同
様
で
あ
る
か
ら
'
隠
者
を
呼
び
寄
せ
る
こ
の
作
品
を
作

っ
て
'

気
持
ち
を
表
し
た
の
だ
と
い
う
｡
し
か
し
'
内
容
は
屈
原
と
は
か
か

わ
-
な
-
隙
者
を
招
-
こ
と
を
い
う
｡

桂
樹
叢
生
今
山
之
幽

催
塞
連
略
号

枝
相
瞭

山
気
寵
屋
号

石
嵯
峨

渓
谷
薪
巌
今
水
曾
波

猿
訳
群
嚇
今

虎
約
時

琴
接
桂
枝
今
朝
掩
留

王
孫
遊
今
不
蹄

春
草
生
今

妻
妾

王
逸
は

｢王
孫
遊
今
不
掃
｣

桂
樹
叢
生
す

山
の
幽

ま

と

催
塞
連
蛤
と
し
て

枝
相

い

瞭

う

山
気
寵
崖
と
し
て

石
嵯
峨
た
-

かさ

渓
谷
薪
巌
と
し
て

水
波
を
曾
ぬ

猿
択
群
賭
し
て

虎
豹
曝
ゆ

桂
枝
を
肇
接
し
て

卿
か

滝
留
す

王
孫
遊
び
て
締
ら
ず

春
草
生
じ
て
妻
妾
た
-

の
句
に
注
し
て

｢隠
士
､
世
を
避
け
て

次
の
よ
う
に
結
ば
れ
る
｡

撃
援
桂
枝
今
聯
掩
留

虎
豹
陶
今
熊
熊
晦

禽
獣
骸
骨
亡
其
曹

王
孫
骨

鋸
東

山
中
骨
不
可
以
久
留

桂
枝
を
肇
接
し
て

卿
か
掩
留
す

虎
豹
闘
い

熊
熊
晦
ゆ

も
ど
ろ

とも
うしな

禽
獣
は
骸

い

て
其
の
菅を
亡

う

王
孫
よ

蹄
-
束
た
れ

山
中
は
以
て
久
し
-
留
ま
る
べ
か
ら

山
の
隅
に
在
る
な
-
｣
と
い
う
｡
隠
士
が
猛
獣
が
は
え
て
い
る
よ
う

な
険
し
い
山
中
に
隠
れ
て
'
世
間
に
も
ど
っ
て
こ
な
い
の
で
あ
る
｡

哲
蒼
と
茂

っ
た
山
中
の
描
寓
が
積
い
た
後
､
す
で
に
出
て
き
た

｢肇

援
桂
枝
今
聯
掩
留
｣
の
句
が
い
ま

一
度
-
-
か
え
さ
れ
て
'
最
後
は

ず

後
世
､
自
居
易
の

｢賦
得
古
原
草
｣
の
詩
が
こ
の

｢招
隠
士
｣
を
ふ

ま
え
て
い
る
こ
と
は
'
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
｡
最
後
で
､
山
中
は
長

く
留
ま
る
所
で
は
な
い
か
ら
'
早
-
掃

っ
て
-
る
よ
う
に
と
､
よ
び

か
け
る
箇
所
が
こ
の
作
品
の
要
黙
と
い
え
よ
う
｡

｢招
隠
士
｣
に
お
い
て

｢蹄
去
来
今
辞
｣
と
の
表
現
上
の
接
鮎
は
､

わ
ず
か
に

｢王
孫
骨
鋸
来
｣
だ
け
に
あ

っ
て
'
そ
れ
も

｢蹄
去
来

今
｣
で
は
な
-

｢骨
鋸
来
｣
で
'
つ
ま
-
'
締
り
な
ん
い
ざ
で
は
な

-
'
蹄
-
来
た
れ
で
あ
る
か
ら
'
締
る
圭
健
も
異
な
っ
て
い
る
｡
ま

た
'
締
る
方
向
も
片
や
俗
世
か
ら
田
園
へ
で
あ
り
'
片
や
山
中
か
ら

俗
世

へ
で
'
正
反
封
の
よ
う
に
見
え
る
｡
そ
も
そ
も
題
か
ら
し
て

｢招
隠
士
｣
で
あ
る
か
ら
､
淵
明
の
蹄
田
と
は
全
-
逆
で
あ
る
｡
な
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ら
ば
'
共
通
鮎
は

｢今
｣
と

｢蹄
来
｣
と
い
う
語
に
し
か
な
い
の
だ

ろ
う
か
｡

四

｢招
隠
士
｣
は

『楚
鮮
』
の
一
篇
と
し
て
知
ら
れ
る
が
､
そ
の
後
､

⑫

こ
の

｢招
隠
士
｣
を
ふ
ま
え
た
作
品
が
西
晋
時
代
か
ら
作
ら
れ
る

.

た
と
え
ば
左
恩
の

｢招
隠
｣
詩
二
首

(『文
選
』
巻
二
二
)
が
そ
う

ヽ
ヽ

ヽ

で
あ
る
が
'
其
の
一
は
'
冒
頭
の
句

｢策
を
杖
き
て
隠
士
を
招
か
ん

と
す
｣
に
こ
そ

｢招
隠
士
｣
な
る
語
が
見
ら
れ
る
け
れ
ど
も
'
そ
の

賓
'
こ
の
詩
で
は
世
俗
に
い
て
山
中
の
隠
士
を
招
-
の
で
な
し
に
'

自
ら
隠
士
を
尋
ね
て
い
-
の
で
あ
る
｡
詩
中
の

｢練
と
竹
と
を
必
と

す
る
に
非
ず
'
山
水
に
清
音
有
-
｣
は
､
人
工
的
な
管
弦
の
響
き
よ

-
も
自
然
の
中
の
音
楽
を
善
し
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
し
､
末
尾
の

｢柳
か
吾
が
啓
を
投
ぜ
ん
と
欲
す
｣
に
至
っ
て
は
'
仕
官
を
辞
め
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
｡
隠
士
を
招
き
に
行

っ
て
'
逆
に
本
人
が
隠

士
に
な
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
｡
｢
『招
隠
』
が

『尋
隠
』
の
方
向
に

⑲

向

っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る

｣
｡

左
恩
の
同
詩
其
の
二
は
'
其
の
一
を
承
け
て
'
｢東
山
｣
に

｢鹿
｣

｢蹄
去
来
今
辞
｣
の

｢辞
｣
に
つ
い
て

(釜
谷
)

を
作
-
賓
際
に
隠
棲
を
始
め
る
こ
と
か
ら
述
べ
は
じ
め
る
｡
そ
し
て

｢爵
服
は
常
に
玩
ぶ
こ
と
無
し
､
好
悪
に
屈
伸
有
-
0
-
-
恵
連
は

吾
が
屈
す
る
に
非
ず
'
首
陽
は
吾
が
仁
に
非
ず
｡
相
い
輿
に
筒
ぶ
所

ヽ

ヽ

を
観
て
'
避
進
と
し
て
良
辰
を
撰
ぽ
ん
｣
と
'
柳
下
意
と
少
連
の
よ

う
な

｢志
を
降
し
身
を
辱
め
｣
(
『論
語
』
徴
子
篇
)
る
生
き
方
を
よ

し
と
し
な
い
L
t
伯
夷

･
叔
斉
の
ご
と
き

｢志
を
降
さ
ず
身
を
辱
め

ざ
る
｣
(同
)
で
あ

っ
て
も
､
首
陽
山
で
餓
死
し
て
し
ま
う
の
は
､

理
想
で
は
な
い
と
す
る
｡
結
局
は
自
己
の
貴
ぶ
道
を
貫
こ
う
と
す
る

の
だ
が
､
こ
れ
も
詩
題
は

｢隙
を
招
-
｣
で
あ
る
が
'
賓
際
は
隠
士

の
山
中
に
お
け
る
生
活
と
思
い
を
述
べ
る
に
と
ど
ま
る
｡

今
の
詩
に
見
え
た

｢屈
伸
｣
｢恵
連
｣
な
ど
の
語
は
､
張
華
の

｢招
隠
｣
詩

(『重
文
類
宋
』
巻
三
六
)
に
も
出
て
-
る
｡

隠
士
託
山
林

隠
士
は
山
林
に
託
し

遁
世
以
保
英

世
を
遁
れ

て
以
て
異
を

保
つ

ま
二
と

達
意
亮
未
通

達
恵

亮
に
未
だ
遇
わ

ず

の

雄
才
屈
不
申

雄
才

屈
し
て
申
び
ず

第
三

･
四
句
は
'
少
連
と
柳
下
意
の
よ
う
な
人
間
で
は
な
い
か
ら
'

す
ぐ
れ
た
才
能
を
秘
め
た
ま
ま
そ
れ
を
費
揮
す
る
場
が
得
ら
れ
な
い
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⑱

こ
と
を
歎
-
よ
う
で
､

｢世
俗
に
封
す
る
未
練

｣

が
あ
る
よ
う
に
見

え
る
が
､
『楚
辞
』
招
隠
士
篇
と
か
な
り
趣
を
異
に
し
て
い
る
の
は

明
ら
か
で
あ
る
｡

張
載
の

｢招
陰
｣
詩

(『整
文
類
衆
』
巻
三
六
)
は
'
｢出
虞
は
塗
を

殊
に
す
と
雄
も
'
居
然
と
し
て
軽
易
有
-
｡
山
林
に
は
悔
悟
有
-
'

わ
ず
ら

人
間
に
は
賓
に

累

い

多
し
｣
と
'
出
も
虞
も
と
も
に
意
に
満
た
な

い
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
述
べ
始
め
る
が
'
最
後
は

｢去
来
し
て
時

俗
を
硝
て
'
超
然
と
世
偽
を
鮮
せ
ん
｡
意
を
得
る
は
丘
中
に
在
-
､

安
-
ん
ぞ
愚
と
智
と
を
事
と
せ
ん
や
｣
と
結
ぶ
｡
俗
世
を
捨
て
て
山

中
に
隠
棲
す
る
方
向
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡
｢去
来
指

時
俗
｣
の

｢去
来
｣
は

｢蹄
去
来
｣
で
こ
そ
な
い
が
'
俗
世
を
去

っ

て
山
中
に
締
る
の
で
あ
る
｡

陸
機

｢招
陰
｣
詩

(『文
選
』
巻
二
二
)
も
張
載
の
と
同
趣
旨
で
あ

･つと

る
｡
｢至
楽
は
仮
有
る
に
非
ず
'
安
-
ん
ぞ
醇
僕
を
湊
ん
ず
る
を
事

と

と
せ
ん
｡
富
貴
は
苛
に
囲
-
難
し
'
駕
を
税
き
て
欲
す
る
所
に
従
わ

ん
｣
と
い
う
結
尾
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
'
『楚
鮮
』
招
隠
士
篇
の
延
長
線
上
に
位
置
す
る

作
品
も
'
同
時
期
に
存
在
す
る
｡
た
と
え
ば
間

丘
沖
の

｢招
陰
｣
詩

(
『重

文
類
衆
』
巻
三
六
)
に
は
､

経
世
有
険
易

隠
顕
自
存
心

嵯
哉
巌
帖
土

師
来
従
所
欽

わ
さ

世
を

経む
る
に
険
易
有
-

隠
顕
自
ら
心

に
存
す

あ
あ

嵯

巌
柚
の
士

ようやま

蘇
-
来
た
-
て
欽

う
所
に
従
え

と
あ
る
｡
山
中
に
い
る
隠
士
に
封
し
て
､
世
に
締

っ
て
き
て
自
分
の

望
む
生
き
方
に
従
え
t
と
勧
め
て
い
る
｡
陰
と
顕
と
は
自
ら
の
心
の

持
ち
方
次
第
だ
と
い
う
の
だ
｡

｢小
隙
は
陵
薮
に
隠
れ
'
大
隠
は
朝
市
に
陰
る
｣
の
よ
-
知
ら
れ

た
封
句
で
始
ま
る
'
王
康
堀

｢反
招
陰
｣
詩

(『文
選
』
巻
二
二
'
な

お
'
｢反
｣
は
ま
ね
る
､
の
意
で
あ
ろ
う
)
も
同
様
に
'
小
隙
の
例
と
し

て
伯
夷
を
'
大
隠
の
例
と
し
て
老
子
を
奉
げ
て
か
ら
'
古
え
よ
-
今

に
至
る
ま
で
山
中
に
隠
れ
住
む
者
は
い
る
が
､
人
間
の
本
性
と
し
て

は
仕
官
す
る
の
が
望
ま
し
い
､
と
説
-
｡
最
後
は
'

推
分
得
天
和

分
を
推
せ
ば
天
和
を
得

た

矯
性
失
至
理

性
を
矯
む
れ
ば
至
理
を
失

う

韓
来
安
所
期

蹄
-
来
た
-
て
期
す
る
所
に
安
ん
ぜ
よ

輿
物
資
終
始

物
と
終
始
を
暫
し
-
せ
ん
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と
結
ん
で
い
る
｡
｢蹄
来
安
所
期
｣
は
さ
き
の
閲
丘
沖
の

｢招
隙
｣

詩
の
結
び

｢蹄
釆
従
所
欽
｣
と
酷
似
し
た
表
現
で
あ
っ
て
'
と
も
に

｢韓
来
｣
を
含
む
の
は
､
や
は
-

『楚
鮮
』
招
陸
士
篇
の

｢王
孫
今

ヽ
ヽ

蹄
来
｣
を
ひ
き
ず
っ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
｡
｢蹄
-
来
た
る
｣
の
は
､

も
ち
ろ
ん
山
中
か
ら
世
俗

へ
で
あ
る
｡
し
て
み
る
と
'
｢蹄
-
来
た

る
｣
こ
と
か
ら
ま
ず
第

1
に
連
想
す
る
の
は
'
『楚
酔
』
招
隠
士
篇

で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
｡

し
か
も
こ
の
時
期
､
束
管
末
期
に
お
い
て
は
'
隠
者
を
騨
召
す
る

風
が
い
つ
に
も
ま
し
て
甚
だ
し
か
っ
た
｡
そ
も
そ
も
隠
者
が
出
仕
す

る
の
は
'
時
の
王
朝
が
い
か
に
う
ま
-
治
ま
っ
て
い
る
か
を
示
す
格

好
の
澄
明
材
料
で
も
あ
る
｡
後
漠
か
ら
す
で
に
そ
の
風
潮
は
盛
行
し

て
い
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
が
'
と
-
わ
け
盛
ん
で
あ
っ
た
の
が
東

晋
か
ら
劉
末
に
か
け
て
だ
と
い
っ
て
も
'
過
言
で
は
あ
る
ま
い
｡
正

史
の
隠
逸
侍
が
そ
れ
を
物
語

っ
て
い
る
｡
招
隠
士
と
い
う
こ
と
ば
も
､

ま
た
ひ
と
つ
の
重
み
を
も

っ
て
響
い
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
｡
｢王

孫
よ

蹄
-
来
た
れ
｣
と
い
う

『楚
静
』
招
隠
士
篇
の
一
句
は
'
仕

官
と
隠
棲
の
は
ざ
ま
に
あ
っ
て
揺
れ
動
い
て
い
た
淵
明
に
と
っ
て
､

め
ざ
す
方
向
と
は
逆
の
ベ
ク
ト
ル
を
示
す

｢蹄
乗
｣
と
し
て
意
識
さ

｢蹄
去
来
今

辞
｣
の

｢鮮
｣
に
つ
い
て

(釜
谷
)

れ
て
い
た
と
思
う
｡

隠
者
を
招
い
て

｢締
り
来
た
｣
ら
せ
､
仕
官
さ
せ
る
動
き
に
封
し

て
､
淵
明
は

｢韓
-
来
た
る
｣
を
反
封
の
意
味
で
使
う
こ
と
に
よ
っ

て
､
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
を
唱
え
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
つ
ま
り
､
隠
者
の

自
分
に
将
来
い
か
な
る
招
き
が
あ
ろ
う
と
も
'

一
切
そ
れ
に
は
麿
じ

る
意
思
の
な
い
こ
と
を
､
世
俗
と
は
逆
の
債
値
観
に
の
っ
と

っ
て

｢掃
乗
｣
を
使
う
こ
と
で
､
表
明
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
事

賓
'
こ
れ
以
降
'
再
び
出
仕
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
『楚
鮮
』
招

隠
士
篇
を
連
想
さ
せ
る

｢鮮
｣
の
文
憶
を
用
い
､
し
か
し

｢掃
来
｣

の
意
味
を
逆
轄
さ
せ
て
使
う
こ
と
で
'
仕
官
へ
の
訣
別
を
明
示
し
'

⑮

自
分
自
身
ひ
と
つ
の
ふ
ん
ぎ
-
を
つ
け
た
の
で
は
な
い
か
｡

後
漠
以
来
､
文
学
作
品
の
創
作
に
あ
た
っ
て
は
'
同

一
の
類
型
に

屠
す
る
先
行
作
品
を
強
-
意
識
し
て
い
た
と
い
え
る
｡
そ
の
傾
向
は

と
り
わ
け
鮮
賊
に
お
い
て
顕
著
で
あ
っ
て
'
そ
れ
ぞ
れ
に
附
さ
れ
た

序
か
ら
そ
の
一
端
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
｡
淵
明
も
そ
の
例
に

も
れ
な
い
｡
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
､
｢感
士
不
遇
賦
｣
の
序
で
'

淵
明
は
董
仲
野
や
司
馬
遷
な
ど
具
憶
的
な
作
者
の
作
品
を
挙
例
し
て
､

自
ら
の
創
作
意
園
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
｡
｢閑
情
賦
｣
序
に
お
い
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て
も
同
様
で
あ
る
｡

ヽ

も
し
淵
明
が

｢蹄
去
来
今
賦
｣
を
書
こ
う
と
し
た
の
で
あ
れ
ば
'

お
そ
ら
-
そ
の
序
に
お
い
て
､
班
国
の

｢幽
通
賦
｣
や
'
張
衡

の

｢思
玄
賦
｣
な
-

｢蹄
田
賦
｣
な
-
を
引
い
て
､
制
作
に
至

っ
た
経

過
を
説
明
し
た
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
る
に
淵
明
は
そ
う
は
し
な
か

っ

た
｡
｢賦
｣
で
は
な
し
に

｢鮮
｣
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
｡
こ
の
時
､

『楚
鮮
』
と
り
わ
け
招
隙
士
簾
が
念
頭
に
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
.

｢辞
｣
な
る
文
髄
を
選
拝
し
て
そ
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
て
お
き

な
が
ら
'
仕
官
す
べ
-
俗
世
に
掃
-
来
た
る

｢蹄
来
｣
に
射
し
て
､

債
値
観
を
逆
樽
さ
せ
る
こ
と
で
'
こ
れ
か
ら
隠
逸
を
貰
-
決
断
を
あ

ら
わ
し
た
の
だ
と
考
え
た
い
｡
も
ち
ろ
ん
そ
の
底
に
は
'
西
晋
の
左

恩
や
張
載
ら
の
'
隠
棲
を
賛
美
す
る
方
向
の

｢招
陰
｣
詩
の
蓄
積
が

あ

っ
た
の
だ
け
れ
ど
も
｡

証①

小
尾
郊

l
｢
『蹄
去
来
の
辞
』
の
意
園
す
る
も
の
｣
(
『東
方
学
舎
創

立
四
十
周
年
記
念
東
方
撃
論
集
』
､
東
方
学
舎
'

1
九
八
七
年
'
二
〇

三
頁
)｡

②

引
用

は
'
通
行
本
の
陶
樹
注

『靖
節
先
生
集
』
(文
学
古
籍
刊
行
赦
､

1
九
五
六
年
)
に
よ
っ
た
｡

③④⑤⑥⑦㊨⑨⑲⑪⑫⑬⑯⑮

た
と
え
ば
､
岡
村
繁

『陶
淵
明

世
俗
と
超
越
』
(日
本
放
送
出
版

協
合
､

i
九
七
四
年
)
を
参
照
｡

松
浦
友
久

｢陶
淵
明
の
辞
賦
｣
(
『中
国
文
学
研
究
』
第
二
三
期
､
1

九
九
七
年
'
一
一
-
一
二
頁
)0

井
上

一
之

｢陶
淵
明

『蹄
去
来
今
節
』
の

〟巳
央
乎
〟

を
め
ぐ
っ

て
｣
(
『中
国
詩
文
論
叢
』
第

二
二
集
､

一
九
九
四
年
)

吉
岡
義
豊

｢蹄
去
来
の
軒
に
つ
い
て
｣
(
『中
国
文
学
報
』
第
六
冊
'

1
九
五
七
年
)
は
'
念
悌
讃
歌
な
ど
を
手
が
か
り
に
し
て
淵
明
と
儒
教

の
関
係
を
論
じ
て
い
る
｡

任
牛
塘

『敦
憧
歌
節
線
編
』
(上
海
古
籍
出
版
蔽
う

一
九
八
七
年
)

一
〇
六
三
頁
｡

注
⑦
同
書
'
一
〇
六
六
頁
｡

注
⑦
同
書
t
l
O
E
:二
頁
｡

拙
稿

｢六
朝
に
お
け
る
陶
淵
明
許
債
を
め
ぐ
っ
て
｣
(
『末
名
』
第
七

鋸
､

一
九
八
八
年
)
参
照
｡

『南
史
』
梁
武
帝
諸
子
偉
｡

小
尾
郊

t
『中
国
文
学
に
現
わ
れ
た
自
然
と
自
然
観
J)
(岩
波
書
店
へ

一
九
六
二
年
)
第

一
章

･
第
二
節

･
四

｢招
陪
｣
の
詩
を
参
照
｡

注
⑫
同
書
､
一
五
一
-
一
五
二
頁
｡

注
⑫
同
書
'
1
五
五
頁
｡

民
間
で

｢婦
去
来
｣
や

｢隠
去
来
｣
な
ど
の
言
い
回
し
が
常
用
さ
れ

て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
'
そ
の
背
景
に
お
い
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

つヽ
0
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