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社
甫
の
中
の
陶
淵
明

釜

ノ、

|口i

武

志
柿
円
大
事

六
朝
期
の
詩
人
の
陶
淵
明
は
、
六
朝
に
お
い
て
は
、
隠
者
と
し
て

の
側
面
を
強
調
し
て
見
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
詩
人
と
し
て
の
許
慣
が

定
ま
る
の
は
宋
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
で
は
、
唐
代

の
社
甫
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
。
杜
甫
の
詩
に
あ
ら

わ
れ
る
陶
淵
明
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
丈
島
ナ
批
評
史
の
分
野
で
論
じ

②
 

ら
れ
て
い
る
が
、
本
論
で
は
そ
れ
ら
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
杜
甫
の

陶
淵
明
観
に
つ
い
て
再
考
し
て
み
た
い
。

ま
ず
「
河
南
の
毒
手
丈
人
に
寄
せ
奉
る
」
詩
を
取
り
あ
げ
て
み
よ

ぅ
。
二
十
句
か
ら
な
る
古
詩
で
、
社
甫
三
十
七
歳
こ
ろ
の
作
と
さ
れ

る
。
「
丈
人
」
は
老
人
に
封
す
る
敬
稀
で
あ
る
が
、
吉
川
幸
次
郎
氏

は
、
姻
戚
闘
係
に
あ
っ
た
章
済
を
指
す
と
し
、
「
お
じ
ぎ
み
」
と
解

轄
し
て
い
る
。
そ
の
意
済
が
事
あ
る
ご
と
に
杜
甫
の
こ
と
を
気
遣
っ

て
人
々
に
消
息
を
聞
い
て
く
れ
て
い
る
と
の
べ
た
後
、
そ
れ
に
績
く

濁
酒
尋
陶
令

第
九
匂
か
ら
第
十
六
句
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

濁
j酉

陶
令
を
尋
ね

丹
砂
訪
葛
洪

江
湖
漂
短
褐

霜
雪
満
飛
蓬

牢
落
乾
坤
大

周
流
道
術
空

謬
盟
知
繭
子

員
怯
笑
揚
雄

丹
砂

葛
洪
を
訪
ぬ

江
湖

短
褐
を
漂
わ
せ

震
相
暗
↓
ゴ

飛
蓬
に
満
つ

牢
落

乾
坤
大
い
に
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員謬車周
にごま流
揚 J

て
警荷
主工
や品
川ら
と

る
す
ヲ る
;さに
!工斬は
午←お]
山 じ
ず

道
術
空
し

彰
津
牒
の
牒
令
を
最
後
の
官
と
し
て
二
度
と
出
仕
し
よ
う
と
し
な

か
っ
た
陶
淵
明
が
、
濁
り
酒
と
結
び
つ
い
て
登
場
し
て
い
る
。
こ
の

句
と
封
に
な
っ
て
い
る
第
十
句
に
は
、
丹
砂
と
葛
洪
が
取
り
あ
げ
ら

れ
て
い
て
、
葛
洪
は
丹
砂
に
よ
る
仙
薬
の
製
造
を
そ
の
特
性
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
。
淵
明
と
酒
が
結
び
つ
く
の
は
「
飲
酒
」
詩
を
は
じ

『
宋
童
日
』
隠
逸
惇
な
ど
に
載

め
と
す
る
作
品
か
ら
も
知
ら
れ
る
し



せ
ら
れ
る
彼
の
惇
記
資
料
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。

葛
洪
は
錬
丹
術
に
よ
っ
て
長
生
を
求
め
た
遁
教
の
徒
で
あ
る
が
、

麿
義
の
隠
者
の
範
障
に
入
り
、
陶
淵
明
も
同
じ
く
隠
逸
の
人
と
し
て

と
ら
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
績
く
句
で
も
、
粗
末
な
服
装
で

江
湖
を
さ
ま
よ
い
、
ざ
ん
ば
ら
髪
で
霜
や
雪
の
中
を
行
く
と
言
い
、

隠
逸
の
行
動
が
描
か
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
「
短
褐
」
は
め
ず
ら
し

い
語
で
は
な
い
が
、
陶
淵
明
の
「
五
柳
先
生
惇
」
に
も
「
短
褐
穿
結

し
、
箪
瓢
屡
し
ば
空
し
」
と
見
え
る
。

な
お
こ
の
詩
で
陶
淵
明
・
葛
洪
と
と
も
に
出
て
く
る
歴
史
上
の
人

物
に
は
、
蔚
子
と
揚
雄
が
い
る
。
蔚
子
す
な
わ
ち
繭
子
訓
は
後
漢
の

人
で
、
『
後
漢
書
』
方
術
俸
に
よ
れ
ば
、
一
神
異
の
遁
を
瞳
得
し
て
い

て
、
彼
が
都
に
至
る
と
数
百
人
の
高
官
が
訪
問
し
た
と
い
う
。
揚
雄

は
前
漢
末
の
向
学
者
丈
人
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
彼
の
「
解
明
」
に
見
え

る
、
俗
人
か
ら
瑚
笑
を
受
け
た
こ
と
を
意
識
し
て
言
、
つ
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
司
馬
相
如
と
益
ん
で
前
漢
を
代
表
す
る
賦
の
作
者
と
い
う

よ
り
も
、
人
々
か
ら
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
側
面
に
着
目
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
嘗
該
の
二
句
は
、
蔚
子
と
揚
雄
を
社
甫
自
身
に
な
ぞ
ら

え
て
、
杜
甫
が
高
官
の
章
済
に
厚
遇
さ
れ
た
こ
と
、
し
か
し
、
俗
人

杜
甫
の
中
の
陶
淵
明
(
釜
谷
)

か
ら
は
剛
笑
さ
れ
た
こ
と
を
い
う
。

大
暦
二
年
(
七
六
七
)
秋
、
社
甫
五
十
六
歳
の
時
の
作
と
さ
れ
る

「
復
秋
山
」
十
二
首
で
は
、
其
の
十
一
で
淵
明
に
言
及
し
て
い
る
。

毎
恨
陶
彰
津

毎
に
恨
む

陶
彰
津

無
銭
封
菊
花

菊
花
に
封
す

銭
無
く

如
今
九
日
至

立日
l入
7 

自
ら
酒
ノ石ミ九
ノ只2日
く至

除iり
る
f丈

き
を
覚E
る

白
血
完
酒
須
除

大
意
は
次
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
。

い
つ
も
恨
め
し
く
思
う
の
は
、
陶

淵
明
が
銭
が
な
く
と
も
菊
の
花
に
相
封
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
今
、

〆

A
U

九
月
九
日
に
な
っ
て
、
自
分
で
酒
を
買
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

を
さ
と
っ
た
。

『
宋
書
』
隠
海
一
惇
な
ど
に
見
え
る
、
陶
淵
明
の
故
事
を
ふ
ま
え
て

い
る
。
九
月
九
日
に
酒
が
な
か
っ
た
た
め
、
家
の
近
く
で
菊
の
花
が

咲
い
て
い
る
場
に
い
て
、
お
そ
ら
く
は
自
ら
を
慰
め
よ
う
と
し
て
い

た
と
こ
ろ
、
江
州
刺
史
の
王
弘
が
人
を
や
っ
て
淵
明
に
酒
を
届
け
て

き
た
。
王
弘
に
は
も
ち
ろ
ん
淵
明
に
近
づ
き
た
い
と
い
う
音
山
園
が

あ
っ
た
わ
け
だ
し
、
淵
明
に
そ
れ
が
分
か
ら
ぬ
は
ず
も
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
が
、
そ
の
場
で
酒
を
受
け
取
っ
て
飲
ん
だ
と
い
う
。
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杜
甫
は
淵
明
と
同
様
に
貧
困
を
き
わ
め
て
い
た
が
、
淵
明
に
は
人

か
ら
届
け
て
も
ら
え
る
酒
が
あ
っ
た
の
に
封
し
、
杜
甫
に
は
そ
の
あ

で
も
な
く
、
自
ら
購
う
ほ
か
な
か
っ
た
こ
と
を
い
う
。

こ
こ
で
も
、
淵
明
は
酒
、
菊
な
ど
、
彼
の
作
品
に
特
徴
的
に
見
え

る
語
や
彼
の
惇
記
と
結
び
つ
い
て
出
て
き
て
い
る
。
三
十
代
に
書
か

れ
た
作
の
み
な
ら
ず
、
こ
こ
に
取
り
あ
げ
た
社
甫
晩
年
の
作
に
お
い

て
も
そ
う
で
あ
り
、
杜
甫
に
と
っ
て
、
わ
か
い
こ
ろ
は
も
ち
ろ
ん
の

」
と
、
晩
年
近
く
に
な
っ
て
か
ら
も
、
陶
淵
明
を
酒
と
結
び
つ
け
て

理
解
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

そ
の
こ
と
は
、
陶
淵
明
が
謝
霊
運
と
併
稽
さ
れ
る
例
に
お
い
て
も
、

壁
わ
ら
な
い
。
「
張
十
二
山
人
彪
に
寄
す
三
十
韻
」
と
い
う
長
篇
の

詩
を
次
に
見
ょ
う
。
張
彪
は
「
山
人
」
と
あ
る
よ
う
に
隠
者
で
あ
る
。

れ
き
か

か
っ
て
一
膝
下
な
る
山
東
済
南
の
地
で
社
甫
は
張
彪
と
知
り
合
い
、
そ

の
後
闘
西
の
地
で
再
曾
し
て
、
さ
ら
に
別
れ
た
後
に
張
彪
へ
こ
の
詩

を
寄
せ
た
こ
と
が
、
詩
全
瞳
か
ら
知
ら
れ
る
。
乾
元
二
年
(
七
五
九
)
、

杜
甫
四
十
八
歳
の
作
と
さ
れ
る
。
同
目
頭
の
八
句
を
引
用
す
る
。

濁
臥
嵩
陽
客

三濁
たり
ぴ問、
遠五す
っ

嵩
陽
の
客

三
違
頴
水
春

頴
水
の
春

銀
難
随
老
母

惨
潅
向
時
人

謝
氏
尋
山
履

陶
公
漉
酒
巾

群
凶
禰
宇
宙

此
物
在
風
塵

要具
難

老
母
に
随
い

惨
潅

時
人
に
向
か
う

謝
氏

山
を
尋
ぬ
る
履

陶
公

宇酒
宙を
に J鹿
禰Eす
る巾

群
凶

嵩
山
の
南
に
世
俗
か
ら
離
れ
て
ひ
と
り
居
る
張
彪
は
、
頴
水
近
く
の

此
の
物

風
塵
に
在
り

故
郷
を
離
れ
て
す
で
に
三
年
。
戦
乱
の
中
、
老
い
た
母
に
仕
え
て
孝

を
蓋
く
し
、
痛
ま
し
い
賦
況
の
下
、
世
の
人
々
に
相
釘
す
る
。
謝
霊
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運
が
山
中
を
歩
き
回
る
の
に
履
い
た
下
駄
、
陶
淵
明
が
濁
酒
を
漉
す

は
俗
世
に
あ
る
。

の
に
用
い
た
頭
巾
。
多
く
の
賊
が
こ
の
世
に
は
び
こ
る
中
、
履
や
巾

下
駄
や
頭
巾
が
俗
世
に
あ
る
と
い
う
の
は
、
隠
遁
者
で
あ
る
張
彪

が
俗
中
に
出
て
き
た
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
陶
淵
明
は
、

か
ぶ
っ
て
い
た
葛
の
頭
巾
を
脱
い
で
ど
ぶ
ろ
く
を
漉
し
、
漉
し
終
わ

る
と
ま
た
そ
の
ま
ま
頭
に
か
ぶ
っ
た
と
い
う
逸
話
(
『
宋
書
」
本
惇
等
)

に
よ
っ
て
、
謝
霊
運
と
益
ん
で
登
場
し
て
い
る
。
謝
霊
運
と
併
稽
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
れ
ば
、
淵
明
は
六
朝
を
代
表
す
る
詩
人
と



と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
酒
を
漉
し
た
頭
巾
に
着
目
す

れ
ば
、
む
し
ろ
隠
者
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
謝
霊
運

も
、
そ
の
下
駄
を
登
山
に
用
い
て
い
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
山
中
の

隠
遁
者
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
「
石
植
閤
」
の
後
半
を
掲
げ
る
。
こ
の
詩
は
、
乾
元
二
年
、

社
甫
四
十
八
歳
の
年
に
同
公
口
か
ら
成
都
へ
赴
く
こ
と
に
な
り
、
そ
の

の
詩
と
同
様
に
、

遁
中
に
作
っ
た
十
二
首
の
連
作
詩
の
第
八
首
に
あ
た
る
。
連
作
の
他

五
言
十
六
句
か
ら
成
る
。
前
中
十
で
は
、
石
橿
閤
な

署
棲
負
幽
意

る
川
中
の
奇
岩
を
中
心
と
し
た
晩
冬
の
情
景
を
の
べ
て
い
る
。

幽
意
に
負
き

覇
棲

感
嘆
向
紹
跡

信
甘
厚
情
嬰

不
濁
凍
鋲
迫

優
準
謝
康
梁

放
浪
陶
彰
浮

吾
衰
未
自
由

謝
爾
性
所
遁

j局信5感
り げと嘆

要甘
~ん

誼ず
ら
る
る
の
み
な
ら
ず

絶
跡

モ ZF 
i需ださ司
のノ
嬰t

優
瀧
す

謝
康
築

放
浪
す

陶
彰
津

吾
衰
え
て
未
だ
自
由
な
ら
ず

援
の
身
ゆ
え
深
く
物
思
い
に
ふ
け
る
こ
と
も
ま
ま
な
ら
ず
、
珍
し
い

爾
の
性
の
適
す
る
所
に
謝
す

杜
甫
の
中
の
陶
淵
明
(
釜
谷
)

風
景
に
感
嘆
し
な
が
ら
遠
く
離
れ
た
地
を
め
ざ
す
。
そ
れ
と
い
う
の

も
、
病
弱
な
瞳
で
あ
る
た
め
仕
方
な
い
か
ら
で
あ
っ
て
、
飢
え
と
凍

え
の
せ
い
だ
け
で
は
な
い
。
ゆ
っ
た
り
と
山
楽
し
ん
だ
謝
霊
運
、
気
ま

ま
に
生
き
た
陶
淵
明
。
わ
た
し
は
年
老
い
て
衰
え
、
思
う
ま
ま
に
は

い
か
な
い
。
君
た
ち
が
本
性
に
ま
か
せ
て
生
き
て
い
る
の
に
は
か
な

わ
な
い
。

道
中
の
絶
景
を
じ
っ
く
り
味
わ
う
徐
裕
も
な
い
と
い
う
か
ら
、
こ

」
で
の
陶
淵
明
は
謝
霊
運
と
と
も
に
、
詩
人
と
し
て
の
側
面
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
、
自
由
気
ま
ま
に
自
然
の
風
景
を
山
楽
し
ん
だ
先
人
と
し
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て
見
ら
れ
て
い
る
。

で
は
、
次
の
例
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
上
元
二
年
(
七
六
二
、
社

甫
五
十
歳
の
時
の
作
と
さ
れ
る
「
江
上
に
て
水
の
海
の
如
き
勢
い
に

あ値
い
て
柳
か
短
速
す
」
で
、
こ
こ
で
も
謝
霊
運
と
封
に
な
っ
て
登
場

し
て
い
る
。

矯
人
性
僻
耽
佳
句

人
と

人 震
をり
驚性
か 僻
せ に
ずし
んで
ば佳
死 句
すに
と耽
もる
休ゃ

語
不
驚
人
死
不
休

言苦ま
ず

老
去
詩
篇
淳
漫
輿

す
べ

老
い
去
り
て
詩
篇
揮
で
漫
奥
な
り
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春
来
花
鳥
莫
深
愁

春
来
た
り
て
花
鳥
深
く
愁
う
る
莫
し

新
添
水
艦
供
垂
釣

意
得
思
如
陶
謝
手

渠2罵午故新
をくよた
しにりに
てか j字水
述思桂櫨
作いをを
せ陶著つ添
し謝けえ
めのてて
て如
輿iき
に手
同を
遊得
せて

垂
釣
に
供
し

故
著
浮
桂
替
入
舟

入
舟
に
替
、
つ

令
渠
述
作
輿
同
遊

ん

」
の
詩
は
冒
頭
の
二
句
か
ら
し
て
す
で
に
過
激
で
あ
る
。
人
を
驚

か
す
よ
う
な
詩
語
を
生
み
出
す
ま
で
は
、
死
ん
で
も
績
け
る
と
い
う

激
烈
な
表
現
は
、
ま
さ
し
く
詩
に
命
を
賭
し
た
社
甫
な
ら
で
は
の
も

の
で
あ
る
。
『
丈
選
』
を
は
じ
め
と
す
る
前
代
の
丈
撃
を
深
く
誼
み

こ
み
、
そ
こ
に
見
え
る
語
を
自
由
自
在
に
使
い
こ
な
し
な
が
ら
、
な

お
か
つ
過
去
に
使
用
例
を
見
な
い
新
た
な
詩
語
を
数
多
く
生
み
出
し

た
社
甫
に
し
て
は
じ
め
て
口
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
表
現
で
あ
る
。

詩
に
封
す
る
そ
う
し
た
激
し
い
野
心
を
抱
い
て
は
い
る
も
の
の
、

年
を
と
っ
て
か
ら
も
の
す
る
詩
篇
に
は
、
と
り
と
め
も
な
く
作
る
と

こ
ろ
が
あ
っ
て
、
鋭
さ
が
影
を
ひ
そ
め
て
き
た
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん

作
者
の
謙
遜
の
こ
と
ば
で
は
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
来
な
ら
ば
春

が
来
て
「
花
に
も
涙
を
漉
ぎ
」
、
「
鳥
に
も
心
を
驚
か
す
」
は
ず
で
あ

る
が
、
愁
い
を
感
じ
る
よ
う
な
そ
ん
な
感
情
の
動
き
も
失
せ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
び
の
河
川
の
増
水
に
際
し
て
、
新
た
に

手
す
り
を
設
け
て
釣
り
に
興
じ
る
と
い
う
頚
聯
を
経
て
の
結
び
の
二

句
に
、
陶
淵
明
が
出
て
く
る
。

陶
淵
明
や
謝
霊
運
の
ご
と
き
「
思
い
」
を
も
っ
詩
人
が
あ
れ
ば
、

そ
ん
な
詩
人
に
詩
を
作
ら
せ
て
交
遊
し
た
い
と
の
べ
て
こ
の
詩
を
結

ぶ
。
少
な
く
と
も
こ
こ
で
は
、
陶
淵
明
は
謝
霊
運
と
並
ん
で
、
詩
人

と
し
て
の
側
面
を
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
思
い
」
は
、
詩
の
構

想
力
、
想
像
力
の
意
で
あ
ろ
う
。
か
り
に
酒
や
菊
が
詩
の
題
材
で
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あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
を
も
と
に
し
て
い
か
に
詩
を
構
想
し
て
い
く
か

を
問
題
に
し
て
い
て
、
陶
淵
明
の
詩
に
お
け
る
構
想
力
に
着
目
し
て

い
る
酷
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
「
飲
酒
」
二
十
首
な

ど
に
垣
間
見
る
こ
と
の
で
き
る
、
作
者
の
思
い
を
念
頭
に
置
け
ば
い

い
の
で
あ
ろ
う
。

陶
淵
明
が
謝
霊
運
と
併
稽
さ
れ
る
例
は
ほ
か
に
も
あ
る
。
「
夜

許
十
一
の
詩
を
詞
す
る
を
聴
き
愛
し
て
作
る
有
り
」
と
い
う
五
言
古

詩
が
あ
る
。
『
杜
詩
詳
注
」
に
引
く
朱
鶴
齢
の
解
轄
で
は
、
天
賓
十

四
載
(
七
五
五
)
、
長
安
で
の
作
と
す
る
。
聞
の
居
士
で
あ
る
許
某
が



自
作
の
詩
を
朗
唱
す
る
の
を
聴
い
て
、
そ
れ
を
賛
美
し
て
の
作
で
あ

の
と
お
り
。

る
。
許
某
の
詩
を
ほ
め
た
内
容
の
後
半
部
、
第
十
三
句
か
ら
後
は
次

精
微
穿
摂
津

飛
動
擢
震
震

陶
謝
不
枝
梧

風
騒
共
推
激

紫
燕
白
超
詣

翠
鮫
誰
前
刀
別

君
意
人
莫
知

人
間
夜
塞
聞

精
微

震 J冥?1
霊 i幸t
をを
擢主穿よ
くち

飛
動

陶
謝

校
梧
せ
ず

風
騒

誰白共
からに
勢Z超2推
別E三己;激
せ 両日いす

ん

翠t紫
E交?燕

君
の
意

A 
塞;智
闇Z長

く

人
間

夜

許
某
の
詩
の
微
妙
な
精
綴
さ
は
、
無
限
の
世
界
を
貫
き
、
ダ
イ
ナ

校
梧
せ

、
ツ
ク
な
動
き
は
雷
を
も
打
ち
砕
く
。
そ
し
て
、
「
陶
謝

ず
」
と
積
く
の
で
あ
る
が
、
「
枝
梧
」
は
、
抵
抗
す
る
意
。
陶
淵
明

や
謝
霊
運
も
あ
ら
が
う
こ
と
が
な
い
と
い
う
の
は
、
彼
ら
の
詩
の
特

質
と
合
致
す
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
次
句
の
「
風
騒
」
す
な

わ
ち
『
詩
経
」
『
楚
辞
」
も
「
推
激
す
」
る
と
は
、
古
典
詩
の
淵
源

た
る
こ
れ
ら
の
作
品
が
強
く
推
進
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
最
高
級
の

杜
甫
の
中
の
陶
淵
明
(
釜
谷
)

ほ
め
言
葉
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
紫
燕
」
「
翠
鮫
」
と
い
っ
た

語
で
、
他
か
ら
ぬ
き
ん
で
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
最
後

は
、
し
か
し
そ
ん
な
許
某
の
心
を
異
に
理
解
す
る
者
は
、
杜
甫
以
外

に
は
い
な
い
と
言
っ
て
結
ぶ
。

こ
こ
で
の
陶
淵
明
は
、
先
ほ
ど
の
「
江
上
に
て
水
の
:
:
:
」
詩
と

同
様
に
、
詩
人
と
し
て
の
一
面
に
光
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も

封
句
を
構
成
し
て
い
る
部
分
の
「
風
騒
」
を
併
せ
考
え
る
と
、

「
迭
問

経
』
『
楚
辞
』
に
次
ぐ
も
の
と
と
ら
え
、
唐
以
前
の
詩
人
を
代
表
す

る
者
の
一
人
と
し
て
陶
淵
明
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
謝
霊
運
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と
併
栴
さ
れ
て
い
る
場
合
、
淵
明
を
傑
出
し
た
六
朝
詩
人
と
し
て
取

り
あ
げ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
淵

明
の
詩
の
ど
う
い
っ
た
面
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
う
の
か
、
詳
し
い

日
及
は
な
い
。

次
に
「
惜
し
む
可
し
」
と
題
す
る
詩
を
見
ょ
う
。
制
作
時
期
に
つ

い
て
、

『
杜
詩
詳
注
』
は
ひ
と
ま
ず
「
上
元
二
年
(
七
六
一
)
」
に
お

い
て
い
る
。

花
飛
有
底
急

な
ん底

の
急
な
る
こ
と
か
有
る

花
飛
ぶ
こ
と

老
去
願
春
遅

老
い
去
り
て
春
の
遅
か
ら
ん
こ
と
を
願
う
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可
惜
観
娯
地

都
非
少
吐
時

寛
心
麿
日
疋
酒

遣
興
莫
過
詩

此
意
陶
潜
解

吾
生
後
汝
期

第
八
十
二
一
冊

興心都え惜
ををてし
遣や寛少む
るく吐可
はすのし
詩る時
にはに
過鹿非
ぐにず
る是こ
はれ
莫酒
しな

る
-'̂'-
く

観
娯
の
地

此
の
意

汝陶
の潜
期解
にす
後?る
るも

前
半
は
、
春
の
花
が
早
く
散
る
の
を
日
に
し
て
、
過
ぎ
ゆ
く
春
か
ら

吾
が
生

過
ぎ
ゆ
く
時
間
、
そ
し
て
自
ら
の
老
い
に
思
い
を
致
し
、
時
の
経
過

を
遅
く
し
た
い
と
の
べ
る
。
後
中
十
で
は
、
心
を
寛
が
せ
る
も
の
と
し

て
酒
を
、
感
興
を
も
よ
お
す
も
の
と
し
て
詩
を
あ
げ
て
、
そ
う
し
た

自
分
の
気
持
ち
を
理
解
で
き
る
人
と
し
て
淵
明
に
説
き
及
ぶ
。
最
後

は
、
そ
の
淵
明
と
は
時
を
同
じ
く
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い

う
恨
み
で
、
こ
の
詩
を
結
ぶ
。

淵
明
は
酒
を
手
に
す
る
こ
と
で
心
を
伸
び
や
か
に
し
、
詩
を
書
く

こ
と
で
胸
中
の
思
い
を
あ
ら
わ
し
た
が
、
そ
れ
と
同
じ
境
地
に
社
甫

は
達
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
淵
明
が
目
の
前
に
い
れ
ば
、

しミ

か

に
喜
ば
し
い
こ
と
か
。
そ
う
し
た
社
甫
の
思
い
が
惇
わ
っ
て
く
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
の
淵
明
像
は
、
酒
を
た
し
な
ん
だ
人
物
で
あ
る
と
と

も
に
、
胸
の
思
い
を
詠
じ
た
詩
人
で
も
あ
る
。

以
上
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
社
甫
が
淵
明
の
ど
う
い
う
側
面
を
見

て
い
た
か
の
賠
に
つ
い
て
、
杜
甫
の
年
齢
に
よ
る
相
遣
は
見
い
だ
せ

な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
基
本
的
に
は
、
酒
、
隠
逸
と
い
う
従

来
か
ら
の
淵
明
像
の
延
長
線
上
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
た

だ
、
車
に
酒
に
ま
つ
わ
る
故
事
で
知
ら
れ
る
隠
者
で
は
な
く
、
酒
と

隠
逸
と
強
く
結
び
つ
く
詩
人
で
あ
り
、
し
か
も
謝
霊
運
と
並
ん
で
六

朝
期
を
代
表
す
る
詩
人
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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杜
甫
は
貌
の
曹
植
を
ど
の
よ
う
に
評
慣
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

六
朝
も
終
わ
り
に
近
い
こ
ろ
に
著
さ
れ
た
鍾
蝶
『
詩
品
』
に
お
い
て
、

そ
し
て
ま
た
唐
代
に
お
い
て
も
、
過
去
の
詩
人
で
最
高
の
許
慣
が
奥

え
ら
れ
て
い
た
の
は
曹
植
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
こ
の
問
題
は
き

わ
め
て
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
き
に
一
部
分
を
引
用
し
た
「
張
十
二
山
人
彪
に
寄
す
三
十
韻
」

と
い
う
長
篇
の
詩
で
は
、
曹
植
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
そ
の

第
十
三
句
か
ら
第
二
十
句
ま
で
を
引
い
て
み
る
。



静
者
心
多
妙

先
生
委
絶
倫

草
書
何
太
古

詩
阻
ハ
不
無
神

曹
植
休
前
輩

張
芝
更
後
身

数
篇
吟
可
老

一
字
買
堪
貧

静
者
は
心
に
妙
多
く

先
生

何塞
ぞ 絶

太;曾
だ lT
古リ
な
る

草
書

曹
植
は
前紳
輩無
をく
休ゃん
め lま

あ
ら
ず

詩
興

張
芝
は
更
に
後
身
た
り

数
篇

吟
じ
て
老
ゆ
可
く⑤

 

買
い
て
貧
に
堪
ゆ

静
か
に
隠
棲
す
る
張
彪
の
ご
と
き
人
は
心
に
奥
妙
な
と
こ
ろ
が
多
く
、

~ー・
十

抜
き
ん
で
た
墜
事
を
そ
な
え
て
い
る
。
そ
の
草
書
は
な
ん
と
古
風
な

こ
と
か
、
詩
の
興
趣
は
人
間
わ
ざ
と
は
思
え
な
い
。
詩
の
大
家
の
曹

植
で
す
ら
先
輩
で
あ
る
こ
と
を
や
め
、
草
書
の
第
一
人
者
の
張
芝
も

逆
に
生
ま
れ
愛
わ
り
と
な
ろ
う
。
作
っ
た
詩
を
何
篇
か
朗
請
す
る
と
、

感
服
し
て
そ
の
ま
ま
年
を
と
っ
て
い
き
、
筆
を
揮
っ
た
草
書
の
一
字

を
、
買
う
人
は
大
枚
を
は
た
く
こ
と
に
な
っ
て
貧
し
く
な
ろ
う
。

こ
の
一
段
で
曹
植
は
、
草
書
で
知
ら
れ
る
後
漢
の
張
芝
と
併
せ
て
、

詩
興
の
す
ば
ら
し
さ
を
特
徴
と
す
る
詩
人
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
き
の

陶
淵
明
が
ほ
ぼ
同
時
期
の
謝
霊
運
と
併
稿
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
曹

杜
甫
の
中
の
陶
淵
明
(
釜
谷
)

植
が
張
芝
と
並
べ
ら
れ
る
の
も
、
後
漢
と
三
固
と
い
う
近
接
す
る
時

代
に
生
き
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
の
部
分
は
張

彪
の
詩
と
草
書
の
才
能
を
た
た
え
る
た
め
に
、

や
や
誇
張
し
す
、
ぎ
た

観
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
表
現
で
あ
っ
て
、
文
字
通
り
に
受
け
取
る
わ
け

に
は
い
く
ま
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
生
き
た
時
代
が
張
芝
と
近
い
賠

は
関
係
す
る
も
の
の
、
傑
出
し
た
詩
人
の
一
人
と
し
て
曹
植
の
名
が

あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
社
甫
が
曹
植
を
い
か
に
高
く
許
債
し
て
い

た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
「
詩
興
」
な
る
語
を
持
ち
出
し

て
、
曹
植
の
詩
の
特
質
を
一
語
で
あ
ら
わ
し
て
お
り
、
見
事
と
い
う

〆

AU

ほ
か
な
い
。

ほ
か
に
曹
植
に
言
及
し
た
も
の
と
し
て
、
以
下
の
詩
が
あ
る
。

ま
ず
「
李
義
に
別
る
」
詩
。
『
杜
詩
詳
注
』
に
よ
れ
ば
、
大
暦
二

年
(
七
六
七
)
各
の
作
で
あ
る
。
全
四
十
六
句
か
ら
な
る
詩
の
第
十

句
か
ら
十
ノ、
句

次
の
ょ
っ

諌に
誇見
をえ
納ぃる
れ。

先
朝
納
諌
誇

先
朝

直
気
横
乾
坤

直
気

乾
坤
に
横
た
わ
る

子
建
丈
章
壮

子
建

丈
章
壮
に
し
て

河
閉
経
術
存

経
術
存
す

河
間
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第
八
十
二
一
冊

曹
子
建
す
な
わ
ち
曹
植
は
、

そ
の
丈
撃
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
に

よ
っ
て
、

ひ
き
あ
い
に
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
前
漢
の
河
聞
献

王
・
劉
徳
は
前
代
か
ら
停
わ
っ
て
い
た
書
物
を
精
力
的
に
牧
集
し
、

植
山
栄
を
整
え
よ
う
と
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

詩
題
に
見
え
る
「
李
義
」
は
、
唐
の
高
租
の
第
十
六
子
で
、
遁
王

で
あ
っ
た
李
元
慶
の
子
孫
に
あ
た
る
た
め
に
、
陳
王
・
曹
植
や
河
間

献
王
・
劉
徳
と
い
っ
た
、
諸
侯
園
の
王
で
、
丈
皐
と
皐
問
に
優
れ
た

先
人
を
引
い
て
喰
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
曹
植
な
の
か
と
い
う

植
を
「
文
章
吐
」

疑
問
に
は
こ
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
が
可
能
で
は
あ
る
が
、
そ
の
曹

つ
ま
り
、
壮
大
な
丈
墜
を
の
こ
し
た
と
評
し
て
い

る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

甫
昔
少
年
日

「
孝
左
丞
丈
に
贈
り
奉
る
二
十
二
韻
」
に
も
見
え
る
。

少
年
の
日

早
充
観
固
賓

謹
童
目
破
高
巻

下
筆
如
有
紳

賦
料
揚
雄
敵

詩
看
子
建
親

甫
は
昔

早
く
観
園
の
賓
に
充
て
ら
る

童
日
を
謹
め
ば
高
巻
を
破
り

詩賦筆
ははを
子揚下
建雄せ
ののば
親k敵 柿
とと有
看み科まる
ならが
され如
るし

李
白
邑
求
識
面

王李
翰邑
は は
隣 面
とを
矯な識し
らら
ん ん
こと
と求
をめ
願
つ

王
翰
願
矯
隣

白
謂
頗
挺
出

自
ら
謂
う

頗
る
挺
出
し

立
登
要
路
津

立
ち
ど
こ
ろ
に
要
路
の
津
に
登
ら
ん
と

右
に
引
い
た
の
は
、
第
五
句
か
ら
十
二
句
に
か
け
て
で
あ
る
。
杜
甫

が
こ
れ
ま
で
の
白
分
を
ふ
り
か
え
っ
て
、
青
年
の
こ
ろ
「
観
園
の

賓
」
た
る
科
奉
の
受
験
者
と
し
て
推
薦
さ
れ
た
こ
と
を
ま
ず
の
べ
る
。

績
い
て
、
高
巻
の
書
物
に
目
を
通
し
、
詩
文
の
創
作
を
行
え
ば
こ
の

世
の
も
の
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
の
す
ば
ら
し
い
出
来
映
え
で
あ
っ
た
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と
い
う
。
そ
し
て
揚
雄
と
畳
ん
で
曹
植
の
名
が
登
場
す
る
。
賦
に
お

い
て
は
前
漢
の
賦
の
作
者
を
代
表
す
る
揚
雄
に
匹
敵
す
る
と
思
わ
れ
、

詩
に
お
い
て
は
曹
植
の
親
戚
と
見
な
さ
れ
る
ほ
ど
だ
と
い
い
、
す
こ

ぶ
る
白
信
に
あ
ふ
れ
で
い
る
。
詩
の
み
な
ら
ず
賦
に
も
ふ
れ
る
の
は
、

賦
が
漢
貌
六
朝
を
通
じ
て
代
表
的
な
丈
亭
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
っ
た
こ
と

に
加
え
て
、
唐
の
科
畢
の
試
験
科
目
で
も
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
は

そ
れ
に
関
係
し
て
社
甫
自
身
も
力
を
入
れ
て
「
鴎
の
賦
」
な
ど
の
賦

を
創
作
し
て
い
る
こ
と
も
関
係
し
よ
う
。

本
詩
は
さ
ら
に
、
首
時
の
丈
壇
の
大
御
所
で
あ
っ
た
李
邑
が
知
遇



を
得
た
い
と
言
っ
て
来
た
こ
と
、
著
名
な
詩
人
の
王
翰
が
隣
に
越
し

て
来
た
い
と
言
っ
た
こ
と
を
い
う
。
傑
出
し
た
自
ら
の
才
知
を
認
め

て
、
な
ら
ば
た
ち
ど
こ
ろ
に
政
府
の
要
人
と
な
る
に
ち
が
い
な
い
と

思
っ
て
い
た
と
も
い
う
。
若
き
日
の
自
信
に
あ
ふ
れ
た
さ
ま
を
の
べ

て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
曹
植
は
「
筆
を
下
せ
ば
神
有
る
が

如
し
」
の
例
と
し
て
、
す
な
わ
ち
そ
の
父
の
曹
操
が
誰
か
に
代
筆
さ

せ
た
の
か
と
い
ぶ
か
っ
た
の
に
封
し
て
、
曹
植
自
ら
が
「
筆
を
下
せ

ば
章
を
成
す
」
と
答
え
た
ほ
ど
早
熟
で
あ
っ
た
逸
話
に
着
目
さ
れ
て
、

名
が
あ
が
っ
て
い
る
。
唐
以
前
を
代
表
す
る
詩
人
と
し
て
の
一
面
を

と
ら
え
て
い
る
と
同
時
に
、
早
熟
の
一
大
才
で
あ
っ
た
一
面
に
よ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
揚
雄
に
つ
い
て
は

「
少
く
し
て
撃
を
好
み
、

-・・博覧

見
、
ざ
る
所
無
し
」
(
『
漢
書
』
本
惇
)
で
あ
っ
た
こ
と
に

着
目
し
て
、
「
書
を
謹
め
ば
寓
巻
を
破
」
る
例
と
し
て
引
い
た
の
か

も
知
れ
な
い
。

次
に
見
る
の
は
、
「
故
の
高
萄
州
の
人
日
に
寄
せ
ら
れ
し
に
追
酬

す
」
と
題
し
、
か
つ
て
人
目
、
す
な
わ
ち
一
月
七
日
に
萄
州
刺
史
の

高
適
が
杜
甫
に
脂
っ
た
詩
に
、
高
遁
の
死
後
六
、
七
年
経
っ
た
こ
の

と
き
に
な
っ
て
、
和
し
た
詩
で
あ
る
。
こ
の
詩
に
は
自
序
が
附
せ
ら

杜
甫
の
中
の
陶
淵
明
(
釜
谷
)

れ
て
い
て
、
大
暦
五
年
(
七
七
O
)
正
月
の
作
で
あ
る
こ
と
が
記
さ

れ
る
。
杜
甫
が
死
去
す
る
年
に
あ
た
る
。
高
適
が
詩
を
寄
せ
て
か
ら

す
で
に
十
年
に
な
る
と
い
う
。
こ
こ
で
は
全
二
十
四
句
か
ら
な
る
詩

の
最
後
の
六
句
を
次
に
引
く
が
、
直
前
の
句
ま
で
は
、
高
遁
が
萄
の

地
で
寄
こ
し
て
く
れ
た
詩
を
丈
箱
に
入
れ
た
ま
ま
に
し
で
あ
っ
た
の

を
、
た
ま
た
ま
こ
の
日
に
見
つ
け
て
、
幽
明
境
を
異
に
す
る
高
遁
に

思
い
を
馳
せ
た
こ
と
を
の
べ
る
。
社
甫
自
身
は
漏
水
や
湘
水
の
流
れ

る
南
方
に
い
て
、
世
の
乱
れ
を
正
さ
ん
と
す
る
も
の
の
、
思
い
の
ま

鼓
悲
至
今
悲
帝
子

ま
に
な
ら
な
い
こ
と
に
も
ふ
れ
て
い
る
。

琶
を
鼓
し
て
今
に
至
る
ま
で
帝
子
悲
し
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曳
裾
何
慮
覚
王
門

文
章
曹
植
波
澗
閲

服
食
劉
安
梧
業
隼

長
笛
隣
家
乱
秋
山
思

昭
州
詞
翰
奥
招
魂

み裾
を
曳
い
て
何
れ
の
慮
に
か
王
門
を
覚

め
ん

丈
章
は
歯
田
植

ひ
ろ

波
澗
悶
く

服
食
は
劉
安

徳
業
隼
し

長
笛
隣
家

愁
思
を
乱
し

意
を
鳴
ら
し
て
舜
帝
の
二
女
は
今
な
お
帝
を
悲
し
ん
で
お
り
、
漢
中

昭
州
の
調
翰

奥
に
魂
を
招
か
ん
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王
李
珪
の
ご
と
き
王
に
仕
え
よ
う
と
し
て
も
か
な
わ
な
い
。
李
珪
の

第
八
十
二
一
冊

丈
随
一
子
は
、
曹
植
の
ご
と
く
大
き
な
ス
ケ
ー
ル
を
も
ち
、
仙
薬
を
服
し

て
長
生
を
求
め
る
貼
は
、
劉
安
の
ご
と
く
隼
い
梧
業
を
そ
な
え
て
い

る
。
隣
家
の
笛
の
音
が
長
く
聞
こ
え
、
そ
れ
が
高
遁
の
こ
と
を
い
や

け
い
ち
ょ
う
せ
ん

増
し
に
思
い
出
さ
せ
る
。
昭
州
刺
史
敬
超
先
の
丈
筆
を
も
っ
て
し

て
高
遁
の
魂
を
呼
び
戻
し
た
い
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

自
序
に
よ
れ
ば
、

い
ま
杜
甫
自
身
と
心
が
通
じ
合
う
友
人
は
李
建
と

敬
超
先
の
二
人
だ
と
い
う
。

湘
水
の
あ
た
り
で
舜
帝
を
悲
し
ん
で
い
る
こ
と
、
隣
家
の
笛
の
音

が
愁
思
を
乱
す
こ
と
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
亡
き
高
遁
へ
の
杜
甫
の

思
い
と
重
な
り
あ
う
が
、
曹
植
や
劉
安
に
ま
で
言
及
す
る
の
は
な
ぜ

か
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
陳
王
で
あ
り
、
准
南
王
で

あ
り
、
そ
れ
が
漢
中
王
の
李
建
と
闘
わ
る
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、

曹
植
は
怒
震
の
ご
と
き
大
き
な
規
模
の
丈
人
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、

や
は
り
陳
王
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
前
提
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
及
さ
れ
る
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
と
し
て

は
、
曹
植
の
「
遠
遊
し
て
四
海
に
臨
み
、
怖
仰
し
て
洪
波
を
観
る
」

(
「
遠
遊
篇
」
)
や
「
高
樹
悲
風
多
く
、
海
水
其
の
波
を
揚
ぐ
」
(
「
野
田

黄
雀
行
」
)
の
表
現
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
例
か
ら
見
て
と
れ
る
の
は
、
社
甫
が
曹
植
を
き
わ
め
て
高

く
評
慣
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
そ
れ
は
、

『
詩
品
』
に

お
い
て
曹
植
が
最
高
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
延
長
線
上

に
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
社
甫
の
濁
創
で
は
な
い
。

で
は
、
社
甫
に

と
っ
て
、
曹
植
と
陶
淵
明
は
ど
ち
ら
が
上
に
置
か
れ
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
。
そ
れ
を
考
え
る
た
め
に
、
建
安
七
子
に
数
え
ら
れ
る
王
祭
と

劉
禎
に
つ
い
て
の
言
及
を
見
ょ
う
。

伊
藤
正
丈
恥
に
よ
る
と
、
杜
甫
は
「
王
祭
に
言
及
す
る
箇
所
が
、
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十
二
例
の
多
き
に
亘
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
王
祭
の
丈
島
ナ
に
直
接
ふ

れ
た
も
の
は
一
例
も
見
え
な
い
」
と
い
う
。
た
と
え
ば
「
通
泉
騨

南
の
か
た
通
泉
牒
を
去
る
こ
と
十
五
里
の
山
水
の
作
」
は
全
十
六
句

か
ら
な
る
が
、
最
後
の
四
句
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

傷
時
惚
孔
父

時
を
傷
む
こ
と
孔
父
に
惚
じ

去
圃
同
王
祭

圃
を
去
る
こ
と
王
祭
に
同
じ

我
生
苦
瓢
零

我
が
生

瓢
零
に
苦
し
み

所
歴
有
嵯
嘆

歴
る
所

嵯
嘆
有
り

通
泉
騨
で
山
水
を
日
に
し
て
作
っ
た
詩
で
、
谷
川
の
み
ご
と
な
景
色



は
一
日
中
見
て
い
て
も
飽
き
な
い
と
し
て
、
夕
暮
れ
の
川
面
と
山
の

色
を
描
寓
し
た
後
、
右
の
四
句
に
績
く
。
こ
こ
で
王
祭
と
封
に
な
る

の
は
孔
子
で
あ
る
。
時
世
を
強
く
傷
む
こ
と
で
は
孔
子
に
ひ
け
を
と

る
け
れ
ど
も
、
故
圃
を
去
っ
て
流
浪
す
る
貼
で
は
王
祭
と
同
じ
だ
と

一
言
、
っ
。
王
祭
は
乱
を
避
け
て
剤
州
の
劉
表
の
も
と
に
身
を
寄
せ
、
そ

の
後
曹
操
の
幕
下
に
入
る
が
、

そ
の
経
歴
と
と
も
に
「
登
棲
の
賦
」

ゃ
「
七
哀
詩
」
な
ど
の
故
園
を
思
う
彼
の
作
品
が
念
頭
に
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。

「
社
甫
も
、
上
述
の
如
く
他
の
盛
唐
詩
人
と
同
様
に
「
登
楼
賦
」

を
ま
ず
意
識
に
上
す
事
情
も
あ
り
、
そ
の
上
彼
自
身
も
経
過
し
た
剤

州
の
「
王
祭
棲
」
に
言
及
し
た
り
、
「
去
固
哀
王
祭
」
(
「
久
客
」
)
の

例
が
示
す
よ
う
な
、
彼
自
身
の
流
離
の
境
遇
を
、
王
祭
の
そ
れ
に
比

⑦
 

擬
し
て
、
哀
歎
の
情
を
護
し
た
の
が
大
部
分
で
あ
る
」
の
は
確
か
に

事
責
で
あ
る
が
、

や
は
り
詩
や
賦
の
作
者
と
し
て
の
王
祭
を
思
い
浮

か
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
詩
や
賦
の
出
来
が
曹
植
に
優

る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
に
せ
よ
。

な
お
、
「
劉
禎
に
閲
し
て
は
一
箇
所
し
か
見
え
ず
、
そ
れ
も
や
は

り
彼
の
病
身
に
言
及
す
る
も
の
で
あ
る
」
。
ほ
か
に
「
曹
劉
」
と
併

杜
甫
の
中
の
陶
淵
明
(
釜
谷
)

稽
す
る
も
の
が
三
箇
所
も
見
え
何
れ
も
文
撃
批
評
を
含
む
が
、
「
そ

れ
は
多
分
に
封
句
的
表
現
の
必
要
上
と
思
わ
れ
る
。
前
述
の
如
く
彼

が
劉
棋
の
丈
皐
に
は
ふ
れ
ず
、
曹
植
の
丈
周
子
は
非
常
に
問
題
に
し
て

⑧
 

い
る
こ
と
か
ら
見
て
も
重
賠
は
曹
に
あ
る
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
」

と
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。

な
ら
ば
、
古
田
植
が
「
神
」
「
吐
」
「
波
澗
閤
」
と
い
っ
た
語
で
評
さ

れ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
苗
日
植
の
作
品
が
そ
な
え
て
い
る
風
格
を
評

慣
し
て
い
る
わ
け
で
、
他
の
建
安
七
子
は
も
と
よ
り
、
陶
淵
明
よ
り

も
上
に
曹
植
が
置
か
れ
て
い
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
陶
淵
明
は
謝
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霊
運
と
併
栴
さ
れ
て
い
る
場
合
、
『
詩
経
』
『
楚
辞
』

の
次
に
置
か
れ

て
い
る
例
も
あ
る
が
、
曹
植
に
封
す
る
評
語
と
比
べ
て
み
れ
ば
、
そ

の
位
置
は
曹
植
に
一
歩
譲
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
基
本
的
に
は

や
は
り
、
酒
や
菊
に
ま
つ
わ
る
詩
人
と
し
て
見
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る。
社
甫
は
な
ぜ
淵
明
に
釘
し
て
、
好
意
的
な
見
方
を
詩
に
あ
ら
わ
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
後
に
そ
れ
を
考
え
て
み
よ
う
。
社
甫
の
「
戯
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つ
く

れ
に
六
絶
句
を
矯
る
」
は
、
丈
血
字
論
が
う
か
が
え
る
詩
と
し
て
し
ば

し
ば
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
第
一
首
に
こ
う
い
う
。

庚
信
文
章
老
更
成

庚
信
の
文
章

老
い
て
更
に
成
る

凌
雲
健
筆
意
縦
横

不
覚
前
賢
畏
後
生

賢
の
後流
生停
をの
畏E賦意
るを縦
る 喧 し 横
を酷ヱ
畳 す
える
ずも

凌
雲
の
健
筆

今
人
喧
酷
流
停
賦

l入
7 

人

庚
信
は
梁
に
い
た
こ
ろ
、
そ
の
艶
麗
な
詩
風
に
つ
い
て
徐
陵
と
並
ん

で
「
徐
庚
瞳
」
と
稽
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
唐
代
で
は
否
定
的
に
と
ら

え
ら
れ
て
い
た
と
、
通
常
概
括
さ
れ
る
。
し
か
し
社
甫
が
彼
の
丈
凶
晶
子

に
つ
い
て
、
晩
年
北
周
に
い
て
更
に
成
熟
し
た
と
評
す
る
よ
う
に
、

社
甫
に
と
っ
て
は
模
範
と
す
べ
き
詩
人
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
。
も
ち

ろ
ん
そ
れ
は
「
晩
年
故
郷
に
蹄
れ
な
い
と
い
う
、
庚
信
と
同
じ
境
遇

に
お
か
れ
た
社
甫
は
、
庚
信
の
丈
墜
を
評
す
る
際
、
彼
自
身
を
庚
信

ぬ一

に
託
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
」
こ
と
も
大
き
く
作
用
し
て
は
い
る
の

だ
が
。
庚
信
に
封
し
て
、

zr
一
宮
を
凌
ぐ
ほ
ど
の
た
く
ま
し
い
筆
致
で
あ

る
と
、
具
樫
的
に
稽
賛
し
て
い
る
こ
と
を
覗
野
に
入
れ
る
と
、
詳
し

い
評
語
の
見
ら
れ
な
か
っ
た
陶
淵
明
に
封
す
る
よ
り
も
、
は
る
か
に

高
く
庚
信
を
許
債
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
陶
淵
明
に

封
す
る
コ
メ
ン
ト
が
好
意
的
で
あ
る
貼
を
と
ら
え
て
、
社
甫
は
詩
人

と
し
て
の
向
淵
明
を
正
嘗
に
許
し
て
い
た
と
い
う
の
は
、

や
や
軽
率

の
そ
し
り
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
庚
信
評
を

併
せ
考
え
れ
ば
、
そ
う
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
の
詩
で
批
判
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
庚
信
の
員
慣
に
気
づ
か

ず
、
逆
に
庚
信
の
賦
を
あ
ざ
け
っ
て
い
る
社
甫
の
同
時
代
の
詩
人
で

あ
る
。社

甫
は
後
年
の
庚
信
の
み
な
ら
ず
、
初
唐
の
四
傑
を
も
高
く
許
憤

し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
第
二
首
で
、
「
楊
王
慮
騎
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昔
時
の
睦
」
と

う
た
い
出
し
て
、
最
後
を
「
廃
せ
ず
江
河
の
高
古
に
流
る
る
を
」
と

結
ぴ
、
江
河
の
流
れ
が
永
遠
に
童
き
な
い
よ
う
に
、
楊
桐
・
王
勃
・

慮
照
隣
・
賠
賓
王
の
四
人
の
作
品
も
後
世
に
の
こ
る
も
の
で
あ
る
と

言
う
貼
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
四
傑
と
封
照
的
に
扱

わ
れ
て
い
る
の
は
、
杜
甫
の
同
時
代
人
で
あ
る
。
同
時
代
の
詩
人
た

ち
の
多
く
は
、
軽
薄
に
四
傑
の
こ
と
を
明
笑
し
て
い
る
が
、
瑚
笑
し

て
い
る
者
た
ち
こ
そ
が
、
死
と
と
も
に
名
も
失
せ
て
し
ま
う
の
だ
と
、

杜
甫
は
筆
鋒
鋭
く
批
判
す
る
。

第
三
首
で
も
同
じ
く
、
同
時
代
の
詩
人
と
封
比
し
て
初
唐
の
四
傑



を
高
く
許
慣
す
る
。
そ
の
際
に
用
い
る
の
は
、
漢
貌
の
作
品
の
た
く

ま
し
さ
が

「
詩
経
』
「
楚
辞
」
に
近
い
の
と
同
じ
よ
う
に
は
い
か
な

い
け
れ
ど
も
、
と
い
う
留
保
を
つ
け
た
評
語
で
あ
る
。
漢
貌
の
丈
島
T

作
品
は

「
詩
経
』
『
楚
辞
』
に
き
わ
め
て
近
接
し
て
い
る
と
の
見
方

で
あ
り
、
四
傑
は
そ
こ
ま
で
は
い
か
な
い
が
、
少
な
く
と
も
同
時
代

詩
人
と
は
格
段
の
差
が
あ
る
と
一
言
う
の
で
あ
る
。

第
四
首
で
も
、
杜
甫
の
同
時
代
人
が
庚
信
や
四
傑
を
閉
笑
す
る
も

の
の
、

い
ざ
自
分
た
ち
が
作
品
を
作
る
と
な
る
と
、
そ
の
出
来
具
合

は
美
麗
な
詩
風
が
あ
る
だ
け
で
、
た
く
ま
し
さ
に
は
紋
け
る
と
言
う
。

そ
し
て
第
五
首
と
最
終
の
第
六
首
で
、
全
瞳
に
か
か
わ
る
杜
甫
の

丈
皐
観
が
披
涯
さ
れ
る
。
第
五
首
で
は
「
今
人
を
薄
ん
ぜ
ず
古
人
を

愛
し
、
清
詞
麗
句
必
ず
隣
と
話
せ
」
、
す
な
わ
ち
、

よ
り
近
い
時
代

の
詩
人
も
、
古
い
時
代
の
詩
人
も
と
も
に
す
べ
て
重
ん
じ
て
、
す
ぐ

れ
た
表
現
が
あ
れ
ば
す
べ
て
模
範
と
す
べ
き
だ
と
言
、
っ
。

そ
れ
を
更
に
敷
~
約
し
た
の
が
第
六
首
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
備
盟

う

た

ま

す

を
別
裁
し
て
風
雅
に
親
し
み
、
韓
た
盆
ま
す
師
多
き
は
日
疋
れ
汝
の
師

な
り
」
と
し
て
、
員
に
模
範
と
す
べ
き
『
詩
経
」

の
詩
、
も
し
く
は

そ
れ
に
近
い
詩
に
親
し
み
、
そ
れ
ゆ
え
必
然
的
に
多
く
な
る
が
、
多

杜
甫
の
中
の
陶
淵
明
(
釜
谷
)

く
の
前
代
の
詩
を
模
範
に
し
ろ
と
の
べ
る
。
同
じ
く
第
六
首
で
は

た
が

「
遁
い
に
相
い
祖
述
し
て
復
た
誰
を
か
先
に
せ
ん
」
と
す
ら
言
う
。

過
去
の
す
ぐ
れ
た
丈
準
作
品
を
模
範
と
し
て
作
品
を
創
作
す
る
わ
け

で
、
首
然
の
こ
と
な
が
ら
、
時
代
が
降
れ
ば
降
る
ほ
ど
、
す
ぐ
れ
た

作
品
は
増
加
の
一
途
を
た
ど
る
。
そ
う
し
た
数
多
く
あ
る
名
作
を
手

本
に
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
で
優
先
順
位
を
つ
け
て
撃
ぶ
べ
き

も
の
を
定
め
て
か
か
る
の
で
は
な
い
と
言
う
。

も
ち
ろ
ん

『
詩
一
経
』
は
別
格
で
あ
っ
て
、
優
先
順
位
と
し
て
は

位
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
次
ぐ
作
品
が
ど
れ
か
と
い
う
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議
論
を
す
る
よ
り
は
、
す
ぐ
れ
た
も
の
を
す
べ
て
自
ら
の
手
本
と
し

て
撃
ぶ
べ
き
だ
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
。

し
て
み
る
と
、
社
甫
に
と
っ
て
、
陶
淵
明
と
曹
植
の
ど
ち
ら
が
優

先
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
も
、
そ
も
そ
も
音
山
味
を
な
さ
な
く
な

る
。
曹
植
の
作
品
に
は
、
陶
淵
明
の
作
品
よ
り
も
皐
ぶ
べ
き
貼
が
多

く
あ
る
と
い
う
考
え
は
成
立
す
る
。
だ
が
、
陶
淵
明
を
皐
ぶ
よ
り
は

曹
植
を
向
学
ぶ
方
が
い
い
と
い
う
議
論
は
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。

社
甫
に
と
っ
て
最
も
忌
む
べ
き
態
度
は
、
同
時
代
の
詩
人
た
ち
の

よ
う
に
、
庚
信
や
初
唐
の
四
傑
を
瑚
笑
う
倣
慢
き
で
あ
る
。
杜
甫
の
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冊

詩
は
ど
れ
を
と
っ
て
み
て
も
誠
賓
さ
が
漆
み
出
て
い
て
、
そ
れ
が
謹

者
の
心
を
深
く
打
つ
の
で
あ
る
が
、
丈
島
T

親
に
お
い
て
も
こ
れ
と
同

様
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
杜
甫
は
陶
淵
明
を
高
く
評
慣
し
て

い
る
と
言
っ
て
間
違
い
な
い
。
が
、
よ
り
正
確
に
は
、
社
甫
は
陶
淵

明
を
「
も
」
、
高
く
許
慣
し
て
い
る
と
三
一
口
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

詰①
拙
著
『
陶
淵
明
』
(
岩
波
書
出
、
二

O
二
一
年
)
第
I
部
を
参
照
。

②
た
と
え
ば
、
伊
藤
正
文
「
盛
唐
詩
人
と
前
代
の
詩
人
」
(
『
中
園
文
準

報
』
第
一
八
朋
・
一

O
冊
、
一
九
五
八
年
・
五
九
年
。
の
ち
『
建
安
詩
人

と
そ
の
惇
統
』
、
創
文
社
、
二

O
O
二
年
)
0

王
運
照
・
楊
明
『
陪
唐
五

代
文
筆
批
評
史
』
(
上
海
士
円
籍
出
版
祉
、
一
九
九
四
年
)
第
二
編
第
二

章
第
四
節
社
甫
。

③
古
川
幸
次
郎
『
杜
甫
詩
注
」
第
二
冊
(
筑
摩
書
房
、
一
九
七
九
年
)

六
四
ペ
ー
ジ
。
な
お
、
社
詩
の
引
用
は
『
杜
詩
詳
注
』
(
中
華
書
局
、

一
九
七
九
年
)
に
採
っ
た
。

④
唐
代
に
あ
っ
て
、
「
楚
辞
』
が
必
ず
し
も
高
く
許
債
さ
れ
て
い
た
と

は
限
ら
な
い
貼
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
王
運
照
・
楊
明
『
陪
唐
五
代
文

事
批
評
史
』
(
注
②
所
掲
、
二
八
三
ペ
ー
ジ
)
に
「
南
朝
か
ら
初
唐
に

か
け
て
長
期
に
わ
た
っ
て
流
行
し
て
い
た
軟
弱
な
文
風
を
改
め
よ
う
と

し
て
、
初
唐
盛
唐
の
文
人
に
は
、
斉
・
梁
・
陳
・
陪
・
初
唐
の
文
風
を

猛
烈
に
攻
撃
し
た
上
、
こ
う
し
た
軟
弱
で
華
麗
な
文
風
は
楚
辞
・
漢
賦

に
源
を
援
す
る
と
し
て
会
緒
に
非
難
す
る
者
が
い
た
。
・
・
:
(
王
勃
・

晋
(
百
七
・
李
白
ら
は
)
い
ず
れ
も
楚
辞
や
漠
賦
を
低
く
許
し
た
。
杜
甫
は

屈
原
・
宋
玉
や
揚
雄
・
司
馬
相
知
を
き
わ
め
て
高
く
許
慣
し
て
認
め
た

が
、
こ
の
貼
に
お
い
て
王
勃
・
頁
至
・
李
白
ら
と
は
異
な
る
態
度
で

あ
っ
た
」
と
言
う
。

⑤
『
杜
詩
詳
注
」
に
「
責
」
字
を
「
奮
と
買
に
作
る
」
と
言
、
つ
の
に

従
っ
た
。

⑥
伊
藤
正
文
「
盛
唐
詩
人
と
前
代
の
詩
人
」
(
『
建
安
詩
人
と
そ
の
惇

統
』
、
四
九
一
ペ
ー
ジ
)
。

⑦
注
⑥
に
同
じ
。

⑧
注
⑥
所
掲
書
、
四
八
八
ペ
ー
ジ
。

⑨
庚
信
許
債
に
つ
い
て
は
注
④
所
掲
書
、
二
八
五
ペ
ー
ジ
に
「
唐
初
の

文
人
に
は
、
庚
信
の
辞
賦
を
激
し
く
非
難
す
る
者
が
い
た
(
『
周
書
』

王
褒
庚
信
惇
論
、
『
北
史
』
文
苑
惇
)
o

こ
う
し
た
批
許
は
唐
代
中
期
ま

で
踏
襲
さ
れ
た
が
、
社
甫
は
「
今
人
流
惇
の
賦
を
殴
貼
す
る
」
現
象

に
賛
成
で
き
ず
、
庚
信
晩
年
の
詩
賦
の
老
成
し
た
た
く
ま
し
さ
を
と
り

わ
け
重
覗
し
た
」
と
い
う
。

⑩
京
都
大
墜
中
園
文
同
学
研
究
主
編
『
唐
代
の
文
論
」
、
研
文
山
版
、
二

0
0
八
年
、
二
四
五
ペ
ー
ジ
。
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