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一
、
は
じ
め
に

　
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
本
文
中
の
冒
頭
、
松
島
、
平
泉
、
象

潟
な
ど
の
章
に
漢
詩
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
今
更
言

う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
典
拠
に
関
し
て
は
注
釈
に
よ
っ
て
多

少
の
差
異
が
あ
る
。『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
注
釈
で
現
存
最
古

の
も
の
は
、『
お
く
の
ほ
そ
道
鈔
』（
宝
暦
九
年
序
）
で
あ
る
が
、

そ
の
中
で
は
七
十
八
箇
所
に
わ
た
っ
て
漢
詩
文
が
引
用
さ
れ
て

『
奥
細
道
菅
菰
抄
』
と
漢
詩
文
（
一
）

塚
　
越
　
義
　
幸

お
り
、
か
つ
て
そ
の
実
態
を
調
査
し
た
こ
と
が
あ
る
。（
１
）
そ

こ
で
は
、『
論
語
』
を
筆
頭
に
『
杜
律
集
解
』・『
孟
子
』・『
字
彙
』・

『
荘
子
』・『
文
選
』・『
白
氏
文
集
』・『
詩
経
』・『
古
文
真
宝
後
集
』・

『
唐
詩
選
』・『
左
伝
』・『
中
庸
』・『
老
子
』・『
書
経
』・『
大
学
』・『
大

明
一
統
志
』
な
ど
（
書
名
の
順
は
、
引
用
の
回
数
の
多
い
も
の

の
順
に
よ
る
）
が
引
用
さ
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
、『
お
く
の
ほ
そ
道
鈔
』
は
稿
本
の
ま
ま
で
あ
り
、

〈
学
術
論
文
〉
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ど
こ
ま
で
流
布
し
て
い
た
の
か
、
実
情
は
摑
み
に
く
い
。
版
本

と
し
て
の
本
格
的
な
注
釈
は『
奥
細
道
菅
菰
抄
』（
安
永
七
年
刊
）

を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
今
回
は
、
版
本
と
し
て
流
布
し
て
い

た
『
奥
細
道
菅
菰
抄
』
に
引
用
さ
れ
た
漢
詩
文
に
つ
い
て
列
挙

し
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
注
解
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
か

を
考
察
し
て
み
た
い
。
そ
の
際
、『
お
く
の
ほ
そ
道
鈔
』
と
の

比
較
も
試
み
て
み
た
い
。

　
二
、『
奥お
く
の
ほ
そ
み
ち
す
が
ご
も
し
ょ
う

細
道
菅
菰
抄
』
と
注
釈
者
梨
一

　
『
奥
細
道
菅
菰
抄
』は『
俳
文
学
大
辞
典
』（
角
川
書
店
）で
は
、

俳
諧
注
釈
書
。半
二
。梨
一
著
。安
永
七（
一
七
七
八
）・
八
、

江
戸
山
崎
金
兵
衛
ほ
か
三
軒
刊
。
青
嵓
山
樵
序
。
応
堂
上

人
序
。
蝶
夢
跋
。『
お
く
の
ほ
そ
道
』の
注
釈
と
し
て
は『
お

く
の
ほ
そ
道
鈔
』
に
次
い
で
古
く
、
版
本
と
し
て
は
最
初

の
も
の
。
注
釈
は
詳
細
で
、
重
要
な
参
考
資
料
。
巻
初
に

「
芭
蕉
翁
伝
」
を
配
す
る
。

と
あ
り
、
書
誌
的
解
題
の
後
、「
注
釈
は
詳
細
で
重
要
な
参
考

資
料
」
と
の
解
説
が
あ
る
。『
大
阪
青
山
短
期
大
学
所
蔵
本
テ

キ
ス
ト
シ
リ
ー
ズ　

奥
細
道
菅
菰
抄
』
の
解
説
で
は
、
梨
一
の

序
文
や
蝶
夢
の
跋
文
、
お
よ
び
凡
例
の
内
容
を
踏
ま
え
、

若
い
頃
よ
り
芭
蕉
を
尊
敬
し
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
注

釈
書
を
と
心
が
け
て
い
た
梨
一
は
、
四
十
歳
に
到
る
ま
で

に
公
務
の
都
合
上
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』
ゆ
か
り
の
地
を

実
地
踏
査
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
時
の
感
慨
が
忘
れ

ら
れ
ず
、
丸
岡
に
隠
棲
し
て
か
ら
の
十
年
余
り
の
間
に
注

釈
を
完
成
さ
せ
る
に
至
っ
た
と
い
う
。
な
お
上
巻
の
部
分

は
「
先
に
草
す
る
も
の
は
、
い
に
し
年
、
越
中
富
山
の
俳

夫
直
生
と
い
ふ
も
の
に
奪
は
れ
」
た
た
め
再
び
起
稿
す
る

な
ど
の
苦
心
談
も
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

『
奥
細
道
菅
菰
抄
』以
後
の『
お
く
の
ほ
そ
道
』注
釈
書
で
、

本
書
に
拠
ら
な
い
も
の
は
な
い
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
梨
一

の
功
績
は
あ
ま
り
に
も
偉
大
で
あ
る
。
同
書
に
寄
せ
た
梨

一
の
友
人
で
あ
り
芭
蕉
研
究
家
と
し
て
名
高
い
蝶
夢
も
跋

文
に
は
、
本
書
が
実
地
踏
査
と
博
引
傍
証
に
よ
る
す
ば
ら

し
い
注
釈
書
で
あ
る
と
絶
賛
し
て
い
る
。
な
お
本
書
の
題

名
は
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
本
文
の
「
お
く
の
細
道

0

0

0

0

0

の
山
際

に
十
符
の
菅
有
。
今
も
年
々
十
符
の
菅
菰

0

0

を
調
て
国
守
に

献
ず
と
云
り
」
の
箇
所
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。

と
あ
り
、
本
書
の
重
要
性
、
特
に
後
世
の
へ
の
影
響
力
、
ま
た
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著
者
梨
一
の
功
績
の
偉
大
さ
を
、
蝶
夢
の
跋
文
に
よ
り
実
施
踏

査
と
博
引
傍
証
の
立
場
か
ら
説
い
て
い
る
。（
２
）

　

ま
た
、『
勉
誠
社
文
庫
122
奥
細
道
菅
菰
抄
』（
勉
誠
社　

一
九
八
四
年
）
の
解
説
で
は
、

そ
の
注
釈
は
、
時
に
穿
鑿
に
落
ち
入
り
牽
強
に
流
れ
た
跡

が
な
い
で
も
な
い
が
、
全
般
的
に
詳
細
精
密
で
あ
っ
て
、

『
ほ
そ
道
』
注
釈
の
基
礎
は
本
書
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

と
あ
り
、
注
釈
の
牽
強
付
会
な
面
を
肯
定
し
つ
つ
も
、
注
釈
の

基
本
的
存
在
を
認
め
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、『
奥
の
細
道
古
註
集
成
』（
笠
間
書
院　

二
〇
〇
一

年
）
の
諸
本
解
説
で
は
、

俳
人
の
伝
記
を
紹
介
し
た
り
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
序

文
の
位
置
を
明
確
に
し
た
り
し
て
い
る
点
も
評
価
さ
れ

る
。『
お
く
の
ほ
そ
道
鈔
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
引
用

も
あ
る
。

と
あ
り
、
序
文
の
位
置
の
確
定
に
つ
い
て
や
、『
お
く
の
ほ
そ

道
鈔
』
と
の
関
わ
り
も
特
色
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
序
文
の
位
置
の
他
、
段
落
ご
と

に
「
～
の
段
」
の
よ
う
に
示
し
て
あ
る
が
、
そ
れ
も
特
質
と
す

べ
き
か
と
思
わ
れ
る
。　
　

　

以
上
の
よ
う
な
解
説
か
ら
も
、
本
書
は
『
お
く
の
ほ
そ
道
』

の
版
本
と
し
て
の
注
釈
の
嚆
矢
で
、
注
釈
も
詳
細
で
段
落
分
け

も
有
り
、
梨
一
の
功
績
は
大
き
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
が
、
果

た
し
て
漢
詩
文
の
受
容
に
対
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
言

え
る
で
あ
ろ
う
か
。　

　

次
に
著
者
梨
一
で
あ
る
が
、『
俳
文
学
大
辞
典
』
で
は
、

俳
諧
作
者
。
正
徳
四
（
一
七
一
四
）
～
天
明
三

（
一
七
八
三
）・
四
・
一
八
、七
〇
歳
。
本
名
、
一
祚
（
ひ
と

つ
ぎ　

一
紹
・
高
橋
と
も
）・
干
啓
（
収
蔵
と
も
）。
別
号
、

蓑
笠
庵
・
香
椿
亭
。
江
戸
の
人
。
柳
居
門
。
代
官
所
役
人

で
、
最
終
任
地
は
越
前
国
兵
庫
村
代
官
所
。
宝
暦
一
二
年

（
一
七
六
二
）
ご
ろ
、
同
代
官
所
閉
鎖
後
は
同
国
丸
岡
に

隠
棲
。
そ
の
二
年
前
こ
ろ
か
ら
諸
撰
集
へ
の
入
集
数
が
多

く
な
る
（
そ
れ
以
前
は
柳
居
追
善
『
三
景
集
』
に
一
句
の

み
）。
丸
岡
で
俳
諧
指
導
の
傍
ら
、
加
賀
の
闌
更
・
既
白
、

京
都
の
蝶
夢
ら
と
交
流
し
、
俳
論
の
執
筆
も
開
始
、
蕉
風

復
興
運
動
に
寄
与
し
た
。
墓
所
は
丸
岡
台
雲
寺
。
編
著
、

紀
行
『
大
和
め
ぐ
り
』（
稿
本
）『
吾
妻
笠
』（
稿
本
）『
吾

妻
笠
附
録
』、
俳
論
『
も
と
の
清
水
』、
注
釈
書
『
奥
細
道
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菅
菰
抄
』『
奥
細
道
菅
菰
抄
附
録
』『
芭
蕉
翁
発
句
解
書
』。

と
あ
り
、
江
戸
の
人
、
柳
居
門
、
代
官
所
の
役
人
、
越
前
丸
岡

隠
棲
後
の
俳
諧
指
導
、
闌
更
や
蝶
夢
ら
と
の
交
流
（
蝶
夢
は

『
奥
細
道
菅
菰
抄
』
の
跋
文
を
著
し
て
い
る
）、
そ
し
て
蕉
風
復

興
運
動
に
寄
与
す
る
な
ど
の
活
動
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
な
お
、梨
一
の
逸
話
に
つ
い
て
は
、『
続
近
世
畸
人
伝
』（
寛

政
十
年
）
巻
之
二
「
一
祚
梨
一
」
に
、

一
柞
梨
一
は
江
戸
の
人
也
。
性
廉
に
し
て
家
乏
し
く
、
書

の
み
多
し
。
凡
ソ
世
の
人
事
を
省
、
外
の
聞
見
を
い
と
は

ず
、
隠
操
あ
る
人
な
り
。
越
前
丸
岡
侯
聞
し
召
て
、
使
者

を
つ
か
は
さ
れ
け
れ
ど
、
固
辞
し
て
う
け
ず
。
使
者
謀
り

て
い
ふ
、
一
つ
の
あ
ば
ら
や
有
リ
、
そ
れ
を
た
ま
ふ
べ
し
。

又
何
程
の
禄
を
充
行
る
べ
し
。
し
か
れ
ど
も
か
つ
て
勤
仕

の
労
を
お
ほ
せ
ず
。
た
ゞ
今
迄
の
姿
に
て
あ
ら
し
む
べ
し

と
の
御
事
也
と
。
こ
ゝ
に
し
て
丸
岡
に
下
り
ぬ
。
も
と
よ

り
儒
者
に
用
給
ふ
御
心
な
れ
ば
折
々
は
も
の
問
給
ふ
こ
と

あ
り
。
し
か
れ
ど
も
一
度
も
出
仕
と
い
ふ
こ
と
は
な
く
五

年
過
し
け
れ
ば
、
今
は
と
て
侯
、
梨
一
に
儒
書
の
講
談
を

命
じ
給
ふ
。
お
の
れ
も
幾
と
せ
か
恩
を
蒙
り
し
こ
と
な
れ

ば
辞
す
る
に
不
レ

忍
ビ

、
命
に
応
ぜ
ん
と
す
。
さ
れ
ど
脇

ざ
し
の
み
に
て
刀
は
今
に
な
し
。
い
か
ゞ
せ
ん
と
い
ふ
。

そ
れ
こ
そ
安
き
こ
と
ゝ
て
、
其
使
者
の
士
よ
り
佩
刀
を
贈

り
け
り
。不
羇
に
し
て
酒
落
な
る
こ
と
す
べ
て
此
類
な
り
。

か
ゝ
る
意
よ
り
俳
諧
を
好
み
て
人
に
も
し
ら
る
。
も
と
の

水
と
い
ふ
著
書
あ
り
。
又
ば
せ
を
の
奥
の
細
道
を
註
し
た

る
も
あ
り
。
俳
諧
に
て
交
り
し
洛
の
蝶
夢
法
師
、
伊
賀
の

桐
雨
と
い
へ
る
と
ゝ
も
に
、
梨
一
が
所
を
と
ひ
し
こ
と
あ

り
し
に
、丸
岡
の
そ
こ
〳
〵
と
聞
て
其
あ
た
り
に
行
し
が
、

家
も
ま
ば
ら
に
て
、
人
に
と
ふ
べ
く
も
あ
ら
ぬ
所
に
、
築

地
の
崩
れ
て
、
犬
の
通
ふ
穴
明
し
家
有
、
其
穴
よ
り
覗
み

れ
ば
、
庭
は
え
も
し
れ
ぬ
草
木
繁
り
て
、
人
げ
も
あ
り
や

な
し
や
と
お
も
ふ
ば
か
り
な
る
に
、
俵
物
な
ど
多
く
積
た

れ
ば
、
是
さ
だ
め
て
梨
一
が
家
な
る
べ
し
と
、
つ
と
入
て

案
内
を
乞
し
に
、
は
た
し
て
そ
な
り
け
り
。
一
時
越
前
の

兵
庫
と
い
ふ
所
の
代
官
に
な
り
、
閑
田
子
云
、
出
勤
だ
に
も
せ
ぬ
人
の

代
官
に
な
り
し
と
は
い
ぶ
か
し
。
あ
る
ひ
は
止
事
を
え
ぬ
こ
と
あ
り
て
し
ば
ら
く
君
命
に
応
じ

け
る
に
や
、
た
づ
ぬ
べ
し
。
秋
収
を
聞
こ
と
あ
り
し
が
、
其
正
直
無

欲
な
る
こ
と
を
百
姓
大
き
に
感
じ
て
、
梨
一
明
神
と
唱
へ

て
、
其
真
影
を
崇
、
秋
ご
と
に
は
祭
れ
り
と
ぞ
。（
３
）　

    　
　
　
　
　
　
　
　

傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
同
様
。
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と
あ
り
、
丸
岡
に
お
け
る
致
仕
を
め
ぐ
る
い
き
さ
つ
、
儒
者
と

し
て
の
講
師
へ
の
対
応
、蝶
夢
と
桐
雨
の
訪
問
時
の
状
況
な
ど
、

彼
の
清
廉
に
し
て
朴
訥
、
洒
脱
、
質
素
な
生
活
ぶ
り
が
記
さ
れ

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
の
業
績
で
あ
る
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の

注
釈
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
正
直
無
欲
な
梨
一

が
、
周
り
か
ら
明
神
と
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
彼
の
人
柄
を
よ

く
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

    　
三
、『
奥
細
道
菅
菰
抄
』
と
漢
詩
文

　

次
に
、『
奥
細
道
菅
菰
抄
』（
以
下
『
菅
菰
抄
』）
に
お
け
る

漢
詩
文
に
対
す
る
姿
勢
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
ま
ず
、
梨
一

の
本
書
の
注
釈
に
つ
い
て
の
取
り
組
み
方
に
つ
い
て
は
、「
凡

例
」
で
、

此
書
に
註
す
る
所
、
た
ゞ
故
事
・
古
言
等
の
品
々
の
み
を

挙
て
、
文
章
句
義
を
く
わ
し
く
述
べ
ざ
る
は
、
俳
聖
の
祖

翁
と
、
未
練
な
る
我
と
、
風
雅
に
宵
壌
の
た
が
ひ
有
を
恐

る
ゝ
故
な
り
。
さ
れ
ど
、
文
法
な
ど
の
事
に
つ
き
て
は
、

此
道
を
学
ぶ
人
の
た
つ
き
共
な
ら
ん
も
の
は
、
ひ
そ
か
に

こ
れ
を
記
す
こ
と
あ
り
。（
４
）

と
述
べ
、
注
釈
に
当
た
っ
て
、
故
事
や
古
言
を
用
例
の
み
あ
げ

詳
細
を
述
べ
な
か
っ
た
と
し
て
お
り
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
俳

聖
芭
蕉
と
傍
線
部
「
風
雅
に
宵
壤
（
天
地
）
の
た
が
ひ
有
る
を

恐
る
る
」
た
め
だ
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
俳
諧
道
を
学
ぶ
者

の
役
に
立
つ
も
の
は
、
ひ
そ
か
に
文
法
解
釈
を
添
え
た
こ
と
も

記
さ
れ
て
い
る
。

　

蝶
夢
の
跋
文
に
は
、

菅
菰
抄
い
で
き
て
後
、
そ
の
お
く
に
物
書
そ
へ
よ
と
い
う

ふ
に
、
思
ふ
こ
と
あ
り
。
不
読
万
巻
書
、
不
行
千
里
区
、

無
解
少
陵
之
詩
、
と
実
も
奥
の
細
道
の
お
く
ふ
か
き
、
い

ろ
は
も
じ
の
や
す
ら
か
な
れ
ば
、
牛
追
わ
ら
べ
も
分
入
べ

き
や
う
な
が
ら
、
意
味
の
深
長
な
る
は
、
筆
か
む
老
人
た

り
と
も
踏
み
ま
よ
ふ
べ
き
。
し
か
る
に
注
者
の
何
が
し
、

は
や
く
よ
り
此
道
に
心
を
よ
せ
て
、
奉
公
の
つ
ゐ
で
に
海

山
の
ふ
る
き
跡
を
見
め
ぐ
り
、
聞
書
の
み
ぎ
り
に
和
漢
の

古
き
語
の
よ
り
ど
こ
ろ
あ
る
を
書
き
つ
く
る
ま
ゝ
、
つ
ゐ

に
こ
の
抄
と
な
り
ぬ
と
。
か
く
万
巻
の
文
を
よ
み
千
里
の

旅
を
せ
し
こ
の
人
な
ら
で
、
い
か
で
細
道
の
か
す
か
な
る

を
尋
し
る
べ
き
や
。
し
か
れ
ば
、
居
な
が
ら
名
所
を
し
れ

り
と
。
お
こ
に
た
の
み
た
る
。
大
か
た
の
す
き
人
達
、
相

か
ま
へ
て
、
よ
の
つ
ね
の
お
も
ひ
し
て
よ
む
事
な
か
れ
、
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と
書
き
つ
く
る
も
の
は
な
。

と
あ
り
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』
を
繙
く
と
、万
巻
の
書
を
読
ま
ず
、

千
里
を
訪
ね
ず
、傍
線
部
「
少
陵
の
詩
を
解
す
る
こ
と
が
無
い
」

と
、
そ
の
意
味
の
深
さ
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
と
し
て
い
る
。
特
に
こ
こ
で
は
、
具
体
的
に
杜
甫
の
詩
を

読
解
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
梨
一
が
奉
公
の
つ
い
で
に
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
旅
の

跡
を
め
ぐ
り
、
傍
線
部
「
聞
き
書
き
の
折
に
、
和
漢
の
故
事
・

古
言
の
典
拠
と
な
る
べ
き
も
の
を
書
き
つ
け
な
が
ら
、こ
の『
菅

菰
抄
』
が
完
成
し
た
」
こ
と
に
も
言
及
し
て
い
る
。
と
す
る
と
、

梨
一
の
序
文
の
「
故
事
・
古
言
」
は
、
や
は
り
和
漢
双
方
の
も

の
で
あ
る
と
判
明
す
る
。

　
『
菅
菰
抄
』
に
は
珍
し
く
引
用
書
目
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

延
べ
百
二
十
三
書
目
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
漢
籍

は
約
半
数
の
以
下
の
五
十
五
書
目
に
な
る
。

老
子
經　
　

荘
子　
　

書
經　
　

詩
經　
　

易
經　
　

大

學
（
朱
子
序
）　

周
禮　
　

論
語　
　

荀
子　
　

孟
子　
　

孔
子
家
語　
　

韓
非
子　
　

春
秋
左
氏
傳　
　

國
語　
　

呉
越
春
秋　
　

史
記　
　

前
漢
書　
　

晉
書　
　

爾
雅　
　

説
文　
　

劉
煕
釋
名　
　

玉
篇　
　

字
彙　
　

正
字
通　
　

書
言
故
事　
　

尺
牘
雙
魚　
　

六
轁　
　

楚
辭　
　

文

選　
　

杜
詩
全
集　
　

唐
詩
選　
　

三
體
詩　
　

白
氏
文

集　
　

古
文
前
集　
　

同
後
集　
　

陸
璣
詩
疏　
　

圓
機

活
法　
　

山
海
經　
　

神
異
經　
　

博
物
志　
　

淮
南

子　
　

列
仙
傳　
　

白
虎
通　
　

風
俗
通　
　

西
京
雑

記　
　

桃
源
記　
　

枕
中
記　
　

世
説
新
語
補　
　

本
草

綱
目　
　

五
雜
組　
　

太
平
廣
記　
　

四
部
稿　

 

熙
朝

樂
事　
　

類
書
纂
要

こ
れ
ら
は
四
書
五
経
を
は
じ
め
経
史
子
集
、
万
遍
な
く
挙
げ
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ち
な
み
に
『
お
く
の
ほ
そ
道
鈔
』

で
は
、『
論
語
』・『
杜
律
』（『
杜
律
集
解
』
か
）・『
孟
子
』・『
字
彙
』・

『
荘
子
』・『
文
選
』・『
白
氏
文
集
』・『
詩
経
』・『
古
文
真
宝
後
集
』・

『
唐
詩
選
』・『
左
伝
』・『
中
庸
』・『
老
子
』・『
書
経
』・『
大
学
』・

『
大
明
一
統
志
』・『
礼
記
』・『
列
子
』・『
淮
南
子
』・『
四
書
大
全
』・

『
呉
越
春
秋
』・『
晋
書
』・『
捜
神
記
』・『
山
海
経
』・『
博
物
誌
』・『
述

異
記
』・『
海
内
十
洲
記
』・『
遊
仙
窟
』・『
世
説
』（『
世
説
新
語
補
』

か
）・『
唐
文
粋
』・『
続
文
章
規
範
』・『
事
文
類
聚
』・『
爾
雅
』・

『
礼
部
韻
略
』・『
古
今
韻
会
挙
要
』・『
本
朝
文
粋
』（
回
数
の
多

い
順
）
の
三
十
六
書
目
が
引
用
さ
れ
て
い
た
が
（
二
書
に
共
通

す
る
も
の
は
二
十
書
目
）、『
菅
菰
抄
』
の
五
十
五
書
目
と
い
う
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数
に
は
及
ば
な
い
数
字
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
現
在
判

明
し
て
い
る
芭
蕉
俳
諧
に
影
響
を
与
え
た
漢
詩
文
と
し
て
挙
げ

ら
れ
て
い
る
『
易
経
』・『
論
語
』・『
孟
子
』・『
中
庸
』・『
老
子
』・

『
荘
子
』・『
列
子
』・『
小
学
』・『
詩
経
』・『
文
選
』・『
三
体
詩
』・

『
詩
人
玉
屑
』・『
錦
繍
段
』・『
古
文
真
宝
』・『
詩
林
広
記
』・『
氷

川
詩
式
』・『
聯
珠
詩
格
』・『
千
家
詩
』『
円
機
活
法
』・『
蒙
求
』・『
書

言
故
事
大
全
』・『
古
今
類
書
纂
要
』・『
杜
律
集
解
』・『
李
杜
絶

句
』・『
白
氏
文
集
』・『
東
坡
先
生
詩
』・『
山
谷
詩
集
』・『
五
車

韻
瑞
』・『
禅
林
句
集
』・『
梅
花
無
尽
蔵
』・『
和
漢
朗
詠
集
』・『
詩

法
授
幼
抄
』
の
三
十
二
書
目
（
５
）
と
比
べ
て
も
そ
の
多
さ
に
は

驚
か
さ
れ
る
。

　

梨
一
は『
菅
菰
抄
』の
付
録
と
し
て『
奥
細
道
付
録
菅
菰
後
考
全
』

（
以
下
『
附
録
』）
を
執
筆
し
て
い
る
が
、
そ
の
の
「
文
章
論
」

で
は
、凡

文
章
に
和
漢
の
二
つ
あ
り
て
、漢
に
雅
俗
の
わ
か
ち
有
。

倭
に
和
歌
・
連
俳
の
た
が
ひ
あ
り
て
、
そ
れ
が
中
に
も
い

と
た
や
す
か
ら
ぬ
は
、ひ
と
り
俳
諧
の
文
に
と
ど
ま
り
ぬ
。

い
か
に
（
と
）
い
ふ
に
、
漢
文
は
も
ろ
こ
し
の
詞
の
み
な

れ
ば
、
よ
く
も
あ
し
く
も
紛
る
べ
き
に
非
ず
。
和
歌
・
連

歌
の
文
は
、
こ
と
に
優
美
を
む
ね
と
し
て
、
か
り
に
も
俗

態
鄙
語
を
用
る
事
な
し
。
我
が
俳
諧
の
文
に
至
て
は
、
漢

語
を
あ
つ
か
ひ
、
鄙
詞
を
た
ち
入
て
、
雅
俗
貴
賤
を
ゑ
ら

ぶ
事
な
き
ゆ
へ
に
、
硬
き
と
き
は
、
四
書
の
俚
諺
抄
を
よ

む
が
ご
と
く
、
ぬ
め
り
過
れ
ば
、
な
め
く
じ
り
の
垣
根
を

這
ま
は
り
て
、
終
に
源
氏
・
伊
勢
の
似
せ
も
の
と
成
も
や

す
ら
む
。
故
に
諸
文
の
う
ち
に
お
ゐ
て
ひ
と
り
俳
文
を
難

し
と
す
べ
き
歟
。（
６
）

と
あ
り
、
文
章
に
和
漢
の
二
つ
が
あ
り
、
俳
文
と
い
う
の
は
厄

介
な
の
も
で
あ
る
と
し
、
漢
文
は
傍
線
部
「
中
国
の
こ
と
ば
の

み
な
の
で
、
つ
ま
り
漢
字
な
の
で
、
良
く
も
悪
く
も
文
体
に
紛

れ
る
要
素
は
な
い
」
と
し
、
一
方
「
自
分
の
俳
文
は
、
漢
語
を

扱
い
な
が
ら
も
俗
語
も
交
え
、
雅
俗
貴
賤
を
特
定
す
る
こ
と
は

し
な
い
」
と
す
る
。
そ
の
結
果
、
文
章
が
硬
い
と
き
は
四
書
の

俚
諺
抄
の
よ
う
だ
と
も
述
べ
て
い
る
。

　

ま
た
同
論
で
は
、

祖
翁
の
文
章
ハ
、
も
と
よ
り
和
漢
の
雅
言
よ
り
出
で
て
、

そ
れ
に
俳
諧
の
風
流
を
ま
じ
へ
玉
へ
ば
、
此
細
道
の
一
篇

な
ど
打
見
に
は
安
ら
か
に
し
て
、
七
歳
の
わ
ら
べ
の
耳
の

い
も
入
り
な
が
ら
、
其
の
意
の
微
妙
に
至
て
ハ
、
八
十
の

老
翁
も
是
を
よ
く
得
る
事
か
た
し
。
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と
芭
蕉
の
文
章
に
も
言
及
し
て
い
る
。
和
漢
の
雅
言
に
俳
諧
の

風
流（
俗
世
界
と
捉
え
て
い
る
か
）を
交
え
て
お
り
、そ
れ
が『
お

く
の
ほ
そ
道
』
の
文
意
の
微
妙
さ
を
生
み
出
し
て
い
る
と
説
い

て
い
る
。

　

さ
ら
に
同
論
の
最
後
に
は
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
冒
頭
か

ら
千
住
の
旅
立
ち
ま
で
を
本
文
の
み
漢
訳
し
て
い
る
。

猶
祖
翁
の
文
章
の
よ
く
雅
に
通
じ
た
る
を
、
蓮
二
房
出
て

後
、
終
に
俗
に
堕
せ
る
の
語
を
今
つ
ま
び
ら
か
に
せ
ん
と

な
ら
バ
、
細
道
の
文
章
を
漢
語
に
あ
ら
た
め
て
試
る
に
、

譬
へ
ば
、　　

日
月
ハ
者
百
代
ノ
之
過
客
ニ
シ
テ
而
四
時
モ
亦
タ
一
歳
之
征
夫

ナ
リ
也
、

舟
子
ノ
泊
㆓シ
於
水
上
㆒ニ
馬
夫
ノ
老
㆓ス
於
路
頭
㆒ニ

、何
レ
ノ
日
カ
非
㆑ル

客
ニ
、
何
レ
ノ
居
カ
非
㆑ル
旅
ニ
、

古
人
有
㆘リ
多
ク
死
ス㆓ル
於
客
中
㆒ニ
者
㆖
焉
、
余
モ
亦
タ
自
㆔リ
嘗
テ

有
㆓リ
孤
雲
逐
㆑ノ
吹カ
ゼ

之
志
㆒シ
而コ
ノ
カ
タ降
、

漂
㆓
泊
シ
テ
山
野
江
海
㆒ニ
而
不
㆑
已
マ
矣
、
客
秋
則
還
㆓リ
東
都
ノ

敝
廬
㆒ニ
、

拂
㆓ヒ
蜘
網
㆒ヲ
、
拭
㆓ヒ
塵
埃
㆒ヲ
、
而
休
㆓ス
此
ニ
於
霜
雪
㆒ニ
矣
、
而

翼
早
春
適
〻
望
㆓ミ
薄
霞
ノ
之
愛
逮
タ

㆒ル
ヲ
、

倐
忽
ト
シ
テ
思
㆑テ
為
ン
コ㆓ト
ヲ
白
河
關
外
ノ
客
㆒
、
率
尓
タ
ル
コ
ト
如
㆑ク

狂
ス
ル
ガ
、
似
タ㆘リ
爲
㆓ニ
岐
神
㆒ノ
所ル
、

㆑
召
サ
者
㆖ニ
也

於
㆑テ
是
乎
補
㆑ヒ
袴
ヲ
修
㆑メ
笠
ヲ
灸
シ
焉
、
箴
シ
焉
、
而
後
ニ
掛
㆓

念
ス
ル
コ
ト
松
島
ノ
之
月
、
象
潟
之
雨
㆒ヲ
也
、

愈
く
急
ナ
リ
矣
、
終
ニ
轉
シ㆑テ
居
ヲ
寓
㆓ス
杉
風
之
別
墅
㆒ニ
、
既
ニ
シ
テ

而
貼
㆓シ
八
句
ノ
詞
ヲ
於
壁
上
㆒ニ
、

而
三
月
二
十
七
日
、
首
メ
テ
上
㆑ル
途
ニ
、
天
未
㆑ダ
明
ケ
月
光
既
ニ

没
ス
、
而
中
霄
猶
ヲ
朦
朧
タ
リ
、

少
ラ
ク
シ
テ
焉
則
霽
ル
矣
、
而
遠
ク
望
メ
バ
富
峰
ノ
之
凌
㆑テ
雲
ヲ
而

窅
然
タ
ル
、

邇
ク
顧
レ
バ
東
叡
感
應
ノ
之
櫻
花
不
リ㆑キ
意
ハ
奈
㆓
之
ノ
別
離
㆒ヲ

何
、
夜
來
輻
輳
ス
ル
之
汝
爾
、
同
シ㆑テ
舟
ヲ
送
㆑ル
之
ヲ
、

到
㆓テ
千
住
驛
㆒ニ
而
訣
別
ス
矣
、
前
途
三
千
里
、
相
思
迫
㆓リ
槖

籥
㆒ニ
別
淚
沾
㆓ス
袖
袪
㆒ヲ

　

蓮
二
房
（
支
考
）
が
出
現
し
て
以
来
、
芭
蕉
翁
の
雅
に
精
通

し
た
文
章
を
俗
に
失
墜
せ
し
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
こ

の
漢
訳
を
試
み
た
と
述
べ
あ
と
に
、
そ
の
一
例
と
し
て
漢
訳
を

示
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
本
文
に
忠
実
に
し
か
も
雅
の
世
界
を
も
表

現
し
た
見
事
な
漢
訳
と
言
え
る
と
思
う
が
、特
に
冒
頭
で
は「
過

客
」
と
「
征
夫
」
な
ど
和
漢
の
対
を
巧
妙
に
訳
出
し
て
い
る
と
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思
わ
れ
る
。
こ
の
後
に
梨
一
は
、

も
と
よ
り
此
漢
文
は
童
蒙
の
よ
み
安
か
ら
ん
為
に
、
細
道

の
詞
を
た
ゞ
ち
に
づ
ゞ
り
て
、
ひ
た
す
ら
の
注
色
を
加
え

侍
ら
ね
バ
、
其
味
ひ
な
き
に
似
た
れ
ど
、
そ
れ
ハ
予
が
線

（
浅
）
才
の
あ
や
ま
ち
に
し
て
、
祖
翁
の
詞
に
咎
に
ハ
あ

ら
ず
。
さ
れ
ば
予
が
つ
た
な
き
筆
に
さ
え
か
く
バ
か
り
に

は
物
さ
れ
侍
る
を
、
ま
し
て
や
ハ
馬
遷
が
觚
を
と
り
班
固

が
毫
を
含
て
、
是
を
修
飾
し
侍
る
と
な
ら
ば
、
何
ほ
ど
の

名
文
に
も
成
な
ん
か
し
。
蓮
二
房
以
来
其
顰
に
效
フ
輩
の

文
章
に
、
一
行
た
り
と
も
漢
語
に
う
つ
し
綴
ら
る
べ
き
も

の
あ
り
や
。
是
を
も
て
、
祖
翁
の
文
の
よ
く
漢
脉
に
融
通

し
て
高
峻
な
る
を
し
る
べ
き
の
ミ
。
蓑
笠
庵
主
人
述

と
続
け
、
初
心
者
に
読
み
易
い
よ
う
に
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の

本
文
を
漢
訳
し
た
と
あ
り
、
司
馬
遷
や
班
固
の
ご
と
き
中
国
の

歴
史
家
の
文
飾
を
施
し
た
ら
名
文
に
成
る
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い

る
。
そ
し
て
蓮
二
房
（
支
考
）
以
来
の
「
顰
に
倣
う
輩
の
文
章
」

（
仮
名
詩
推
進
を
指
す
か
）
へ
の
批
判
と
も
取
れ
る
俳
文
に
お

け
る
漢
語
表
出
の
重
要
性
を
解
き
、
改
め
て
芭
蕉
の
漢
詩
文
の

文
脈
に
精
通
し
た
俳
文
の
高
尚
さ
を
感
得
す
べ
き
こ
と
を
強
調

し
た
。

　

以
上
、
梨
一
が
『
菅
菰
抄
』
を
著
す
に
当
た
っ
て
、
漢
詩
文

を
ど
う
扱
っ
て
い
た
か
を
探
っ
て
み
た
が
、
先
ず
引
用
書
目
を

見
て
み
る
と
、
漢
籍
の
引
用
書
目
の
数
に
は
圧
倒
さ
れ
る
が
、

そ
の
数
は
和
書
の
数
（
六
十
八
書
目
）
と
比
較
す
れ
ば
必
ず
し

も
多
く
は
な
く
漢
籍
に
偏
っ
て
い
た
と
は
言
え
な
い
。
む
し
ろ

和
書
と
漢
籍
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
て
い
た
と
考
え
て
良
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
附
録
』
の
「
文
章
論
」
に
お
け
る
俳
文

論
や
蝶
夢
の
跋
文
に
見
え
る
梨
一
が
和
漢
の
故
事
に
由
来
す
る

事
項
を
聞
き
書
き
し
て
い
た
記
事
か
ら
も
、
そ
の
こ
と
が
明
確

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
本
文
の
漢
訳

を
通
じ
て
、
特
に
芭
蕉
の
俳
文
に
お
け
る
巧
妙
な
漢
脈
の
融
通

性
を
高
く
評
価
し
て
お
り
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
解
釈
に
お

け
る
漢
詩
文
の
重
要
性
を
解
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

            

　
四
、『
奥
細
道
菅
菰
抄
』
の
注
釈
と
漢
詩
文
と
の
か
か
わ
り

　

次
に
、
具
体
的
に
『
菅
菰
抄
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
漢
詩
文

を
注
釈
順
に
挙
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
注
解
と
し
て
反
映

さ
れ
て
い
る
か
を
考
察
し
て
み
た
い
。
な
お
本
注
釈
は
『
お
く

の
ほ
そ
道
』
の
本
文
の
該
当
す
る
箇
所
の
み
を
挙
げ
る
だ
け
で

あ
り
、
本
稿
も
そ
れ
に
倣
っ
た
。
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（
一
）月
日
は
百
代
の
過
客
に
し
て
、行
か
ふ
年
も
又
旅
人
也
（
７
）

古
文
後
集
、
春
夜
宴
ス㆓ル
桃
李
園
㆒
序
二
、夫
レ
天
地
ハ
者
萬
物
ノ

之
逆
旅
、
光
陰
ハ
者
百
代
ノ
之
過
客
、
ト
天
地
ノ
運
旋
、

日
月
ノ
行
動
ヲ
旅
ニ
喩
フ
。
逆
旅
ハ
ハ
タ
ゴ
ヤ
、
光
陰
ハ

日
影
ノ
ウ
ツ
リ
行
ク
ヿ
。
過
客
ハ
旅
人
ヲ
云
ナ
リ

　

こ
こ
で
は
、
現
在
で
は
揺
る
ぎ
な
い
典
拠
と
さ
れ
る
李
白
の

「
春
夜
宴
桃
李
園
序
」
が
『
古
文
真
宝
後
集
』（
引
用
書
目
に
あ

る
）
を
出
典
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
該
当
箇
所
が
引
用
さ

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
天
地
や
日
月
の
運
行
を
旅
に
喩
え
て
い
る

点
、「
逆
旅
」
が
旅
籠
、「
光
陰
」
が
月
日
の
移
り
ゆ
く
こ
と
、

「
過
客
」
が
旅
人
で
あ
る
と
の
注
釈
を
加
え
て
い
る
。『
魁
本
大

字
諸
儒
箋
解
古
文
眞
寶
後
集
』
の
注
で
は
、

天
地
ハ
如
㆓シ
客
舎
㆒ノ　

月
日
ハ
如
㆓シ
流
行
過
客
㆒ノ
也
（
８
）　

ま
た
『
古
文
眞
寶
後
集
諺
解
大
成
』（
鵜
飼
石
齋　

寛
文
三
年
）

で
は
、
そ
の
注
を
さ
ら
に
、

天
地
―
客
舎
モ
。
旅
宿
也
。
云
心
ハ
。
天
地
ハ
一
年
一

年
ニ
、
萬
物
ヲ
送
リ
迎
ヘ
テ
入
宿
ス
ル
程
ニ
。
天
地
ハ
。

萬
物
ノ
爲
ニ
ハ
。
旅
屋
也
。
光
陰
―
光
陰
ハ
。
日
月
ノ

ヒ
カ
リ
カ
ゲ
也
。
百
代
ハ
。
天
地
開
闢
シ
テ
。
日
月
星

辰
出
現
ス
ル
ヨ
リ
。
永
劫
千
万
世
迄
ヲ
指
云
。
過
客
ハ
。

旅
人
也
。

月
日
―
云
心
ハ
。
日
月
流
行
シ
テ
。
千
萬
歳
ノ
間
。
四

季
晝
夜
。
チ
ャ
ツ
〳
〵
ト
替カ
ハ

リ
過
ル
ハ
。
人
ノ
客
舎
ニ
移

リ
易カ
ハ

ル
様
也
ト
ゾ
。

と
解
釈
し
て
い
る
。
梨
一
が
ど
こ
ま
で
『
古
文
真
宝
後
集
』
の

注
を
読
ん
で
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、『
古
文
眞
寶
後
集
諺

解
大
成
』
で
は
、
漢
籍
と
し
て
の
『
魁
本
大
字
諸
儒
箋
解
古
文

眞
寶
後
集
』
の
本
文
お
よ
び
注
を
さ
ら
に
詳
細
に
注
解
を
加
え

て
お
り
、参
考
に
し
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
。『
菅
菰
抄
』の「
天

地
ノ
運
旋
日
月
ノ
行
動
ヲ
旅
ニ
喩
フ
」
と
い
う
注
釈
が
、
石
斎

の
施
し
た
注
解
の
「
天
地
開
闢
シ
テ
。
日
月
星
辰
出
現
ス
ル
ヨ

リ
。
永
劫
千
万
世
迄
ヲ
指
云
」
や
「
日
月
流
行
シ
テ
。
千
萬
歳

ノ
間
。
四
季
晝
夜
。
チ
ャ
ツ
〳
〵
ト
替カ
ハ

リ
過
ル
ハ
。
人
ノ
客
舎

ニ
移
リ
易カ
ハ

ル
様
也
ト
ゾ
」
な
ど
に
根
拠
を
得
て
い
た
と
し
て
も

不
思
議
で
は
な
い
。
ま
た
「
逆
旅
ハ
ハ
タ
ゴ
」
や
「
過
客
ハ
旅

人
」
も
石
斎
の
「
旅
屋
」
や
「
旅
人
」
に
対
応
し
て
い
る
。
と

す
る
と
『
古
文
真
宝
』
を
介
在
と
し
て
芭
蕉
の
『
お
く
の
ほ
そ

道
』
の
冒
頭
の
旅
観
を
解
説
し
た
梨
一
の
注
解
は
妥
当
性
が
あ
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る
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
こ
は
『
お
く
の
ほ
そ
道
鈔
』（
以
下
『
鈔
』
と
す
る
）
で
は
、

同
箇
所
の
注
釈
と
し
て
、

夫
レ
天
地
ハ
者
萬
物
ノ
之
逆
旅
ナ
リ
光
陰
ハ
者
百
代
ノ
之
過

客
ナ
リ
ト
春
夜
ニ
宴
ス

㆓ル
ノ
桃
李
園
ニ㆒
序　

李
太
白

唐
文
粹
及
續
文
章
軌
範
事
文
類
聚
前
集
古
文
後
集

載
ス

㆑
之
ヲ
と
か
や

或
曰
光
陰
と
ハ
日
月
の
異
名
と

行
か
ふ
年
も
と
註
し
添
え
た
る
に
や

と
あ
り
、
前
半
の
漢
文
調
の
「
月
日
は
百
代
の
過
客
に
し
て
」

の
典
拠
と
し
て
、
梨
一
と
同
様
李
白
の
「
春
夜
宴
桃
李
園
序
」

が
挙
げ
ら
れ
て
る
が
、
出
典
と
し
て
『
古
文
真
宝
後
集
』
以
外

に
『
唐
文
粋
』
や
『
続
文
章
規
範
』・『
事
文
類
聚
』
な
ど
の
複

数
の
出
典
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
「
光
陰
」
と
「
月
日
」

の
関
係
は
示
さ
れ
て
い
る
が
、「
過
客
」
が
「
旅
人
」
で
あ
る

と
の
注
釈
は
見
ら
れ
な
い
。『
菅
菰
抄
』
と
『
鈔
』
と
の
関
わ

り
は
不
明
で
あ
る
が
、
梨
一
は
「
春
夜
宴
桃
李
園
序
」
の
出
典

を
『
古
文
真
宝
後
集
』
に
限
定
し
て
お
り
、「
日
月
の
運
行
を

旅
に
喩
え
」
た
り
、「
過
客
」
を
「
旅
人
」
と
解
釈
し
た
り
し

て
お
り
、
今
も
そ
れ
は
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の
冒
頭
の
解

釈
は
、
例
え
ば
、

尾
形
仂
『
お
く
の
ほ
そ
道
評
釈
』（
角
川
書
店　

平
成
十
三
年
）

で
は
、

月
や
日
は
永
遠
に
と
ど
ま
る
こ
と
の
な
い
旅
を
続
け
る

旅
客
で
あ
り
、
こ
の
人
生
を
刻
む
来
て
は
去
っ
て
去
っ

て
は
来
る
年
も
ま
た
同
じ
く
旅
人
で
あ
る
。

と
な
っ
て
お
り
、「
過
客
」
を
「
旅
客
」
と
し
、
佐
藤
勝
明
『
全

文
を
読
み
切
る
「
奥
の
細
道
」
の
豊
か
な
世
界
』（
大
垣
市
教

育
委
員
会　

平
成
三
十
年
）
の
解
説
で
は
、

「
百
代
」
は
と
て
も
長
い
時
代
、「
過
客
」
は
来
訪
者
や

旅
人
を
意
味
し
、「
百
代
の
過
客
」
で
永
遠
の
旅
人
と

い
っ
た
意
味
に
な
る
。
そ
の
主
題
に
あ
た
る
の
が
「
月

日
」。
そ
の
下
に
「
年
」
と
あ
り
、
対
句
形
式
に
な
っ

て
い
る
の
で
、
こ
の
「
月
日
」
は
「
年
」
と
合
わ
せ
て

年
月
日
を
表
し
、
要
は
時
間
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
了
解

さ
れ
る
。
時
間
は
永
遠
に
旅
を
続
け
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
を
、「
月
日
は
」
と
「
年
も
」
に
分
け
て
、
対
句

形
式
で
表
現
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

と
な
っ
て
お
り
、『
菅
菰
抄
』
の
注
釈
は
、
現
在
の
注
釈
の
基

本
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。（

９
）
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（
二
）
舟
の
上
に
生
涯
を
う
か
べ

生
涯
ハ
俗
ノ
一
生
ト
云
ガ
如
シ
。
荘
子
ニ
、
吾
カ
生
ヤ
也
有
㆑リ

涯
リ

こ
こ
で
は
、「
生
涯
」
の
出
典
と
し
て
『
荘
子
』
養
生
主
第
三

を
挙
げ
て
い
る
。
該
当
部
分
は
、

吾
カ
生
ハ
也
有
㆑
涯カ
ギ
リ、
而
モ

知
オ
モ
フ
コ
ト
ハ

　

也
無
㆑
涯
リ
。
以
㆑
有
㆑
涯
リ

隨
㆑フ
無
キ㆑ニ
涯
リ

殆
ア
ヤ
フ
キ
ノ
ミ
　

巳
。
巳
ノ
ミ
ニ
シ
テ
　

而
爲
ルレハ
知
ト
者
殆
キ
而ノ

ミ巳

矣
。（

10
）

と
な
っ
て
お
り
、「
人
生
は
有
限
で
あ
る
が
、
じ
っ
く
り
と
思

考
す
べ
き
こ
と
は
無
限
に
あ
る
。
有
限
な
人
生
に
無
限
な
思
考

を
し
尽
く
そ
う
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
無
理
が
生
じ
て
危
険
で

あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
さ
ら
に
思
考
を
深
め
よ
う
と
す
れ

ば
危
険
が
ま
す
ば
か
り
」
と
い
う
意
味
に
解
せ
よ
う
。
こ
こ
で

は
荘
子
は
「
知
」
に
偏
る
こ
と
な
く
、
じ
っ
と
自
己
の
内
な
る

も
の
を
守
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
注
は
、「
生
涯
」
は
「
人
の
一
生
は
有
限
で
あ
る
」
と
い

う
意
味
に
捉
え
る
た
め
『
荘
子
』
の
こ
の
用
例
を
示
し
た
と
思

わ
れ
る
。

　

こ
の
注
は
『
鈔
』
に
は
採
ら
れ
て
い
な
い
。　
　

　
　
『
菅
菰
抄
』
で
は
そ
の
後
、

　
　

古
人
も
多
く
旅
に
死
せ
る
あ
り

　
　
　

是
マ
デ
序
中
發
端
ノ
詞
也

　
　

予
も
い
づ
れ
の
年
よ
り
か

　
　
　

是
ヨ
リ
本
序
也

と
あ
り
、
冒
頭
か
ら
「
古
人
も
多
く
旅
に
死
せ
る
あ
り
」
ま
で

を
序
文
の
中
で
、そ
の
発
端
を
飾
る
詞
で
あ
る
と
、そ
し
て
「
い

づ
れ
の
年
よ
り
か
」
か
ら
を
本
格
的
な
序
と
み
な
し
て
い
る
。

『
鈔
』
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、後
の
『
奧
細
道
洗
心
抄
』
に
は
『
菅

菰
抄
』
の
こ
の
部
分
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
以
降
梨
一
は
、
段

落
の
切
れ
目
に
段
落
名
を
付
し
て
い
る
。

（
三
）
片
雲
の
風
に
さ
そ
ハ
れ
て

　
　

詩
ニ
一
片
ノ
孤
雲
逐
㆑テ

吹カ
ゼ
ヲ
　

飛
フ
ト
云
風
情
ナ
ル
ベ
シ             

　

こ
こ
で
は
、「
片
雲
の
風
に
さ
そ
ハ
れ
て
」
の
風
情
と
し
て

「
一
片
ノ
孤
雲
逐
㆑テ

吹カ
ゼ
ヲ
　

飛
フ
」
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
王

令
の
七
言
絶
句
「
孤
雲
」
の
起
句
で
、『
円
機
活
法
』（
引
用
書

目
に
あ
る
）「
詩
学
巻
一 

天
文
門 

孤
雲
」に
所
収
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
、
こ
こ
で
は
王
介
甫
（
王
安
石
）
の
詩
と
し
て
い
る
。

孤
雲 

一
片　
王
介
甫
詩 

一
片
ノ
孤
雲
逐
㆑テ

吹カ
ゼ
ヲ
　

飛
フ
、
東
西
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終
日
竟
ニ
何
ニ
カ
依
ン
。
傍
人
莫
レレ
道
ヿ
能
ク
為
ス㆑ト
雨
ヲ
、
情
ハ

恨
西
山
採
得
帰
。（

11
）

梨
一
は
、
こ
の
詩
の
第
一
句
目
の
み
を
掲
出
し
、「
ひ
と
ひ
ら

の
ち
ぎ
れ
孤
雲
が
風
に
乗
っ
て
飛
ん
で
行
く
」
風
情
に
誘
わ
れ

て
、予
（『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
主
人
公
）
が
『
お
く
の
ほ
そ
道
』

の
旅
へ
の
決
意
を
示
し
た
こ
と
の
注
解
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。

注
釈
者
の
断
章
取
義
と
し
て
の
一
面
が
窺
え
る
。
な
お
、
こ
の

詩
句
は
前
出
の
『
附
録
』
の
漢
訳
に
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い

る
。

　
『
鈔
』
で
は
、「
片
雲
」
の
用
例
と
し
て
「
杜
律　
落
日
邀ム
カ
ヘ㆓
雙

鳥
㆒ヲ
晴
天
巻
㆓ク
片
雲
㆒ヲ
」（
杜
甫
の
五
言
律
詩「
秦
州
雑
詩
十
四
首
」

第
十
二
首
の
頷
聯
）
を
挙
げ
て
い
る
。

    （
四
）
海
浜
に
さ
す
ら
へ

吟
行
ト
書
ベ
シ
是
モ
サ
マ
ヨ
フ
ヿ
ニ
テ
文
選
漁
父
辭
ニ
見

タ
リ
左
遷
ヲ
云
ニ
ハ
非
ズ

　

こ
の
注
は
、「
さ
す
ら
へ
」の
語
釈
と
し
て
、漢
字
で
は「
吟
行
」

と
当
て
る
べ
き
で
、意
味
は
「
さ
ま
よ
ふ
こ
と
」
で
あ
っ
て
「
左

遷
」で
は
な
い
と
し
、用
例
が『
文
選
』（
引
用
書
目
に
あ
る
）「
漁

父
辞
」（
屈
原
）に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。『
文
選
傍
訓
大
全
』（
明 

王
象
乾　

元
禄
十
一
年
刊
）
卷
三
十
三
「
漁
父
」（
屈
原
）
に
は
、

屈
原
既
放
ハ
ナ
タ
レ
テ。
遊
㆓フ
於
江
潭
㆒ニ
。
行
ユ
ク
ユ
ク

吟
サ
マ
ヨ
フ

㆓
澤
畔
㆒ニ
。
顔
色

憔
悴
シ
。
形
容
枯
槁
セ
リ
。

と
あ
る
。
屈
原
が
楚
国
か
ら
追
放
さ
れ
て
、
沢
の
ほ
と
り
を
さ

ま
よ
い
な
が
ら
沈
吟
し
て
お
り
、
そ
の
様
が
す
っ
か
り
や
つ
れ

て
し
ま
っ
た
場
面
で
あ
る
が
、
梨
一
の
注
釈
に
見
え
る
よ
う
に

「
吟
」の
訓
と
し
て「
さ
ま
よ
ふ
」を
当
て
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

予
が
屈
原
の
よ
う
に
楚
国
を
追
放
さ
れ
失
意
の
内
に
さ
ま
よ
っ

て
い
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
意
志
で
海
浜
を
さ
ま
よ
い
な
が

ら
吟
行
す
る
旅
へ
の
姿
勢
を
読
み
取
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
注
は
、『
鈔
』
に
は
採
ら
れ
て
い
な
い
。

（
五
）
杉
風
が
別
墅
に
移
る
に

杉
風
ハ
翁
の
門
人
、
東
都
小
田
原
町
に
住
す
。
本
名
鯉
屋

藤
左
衛
門
と
云
魚
店
な
り
。
別
墅
ハ
別
荘
ニ
同
ジ
。
俗
ニ

下
屋
敷
ト
云
。
晉
書
謝
安
カ
傳
ニ
、
圍
㆓ム
碁
ヲ
別
墅
㆒ニ
、
ト
云

是
ナ
リ
。此
別
墅
ハ
東
都
深
川
六
間
堀
と
云
所
に
あ
り
て
、

祖
翁
蛙
飛
込
の
句
を
製
し
給
ふ
地
也
と
云
。
其
古
池
今
猶

存
す
〇
是
迄
序
文
な
り
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こ
の
注
は
、
ま
ず
杉
風
の
経
歴
を
述
べ
、
そ
の
後
に
「
別
墅
」

の
意
味
（
別
荘
と
同
じ
で
下
屋
敷
と
も
）
を
掲
げ
、
そ
の
用
例

と
し
て『
晉
書
』（
引
用
書
目
に
あ
る
）謝
安
伝
を
挙
げ
て
い
る
。

そ
の
部
分
の
前
後
は
、　

命
㆑テ
駕
ニ
出
㆓
山
墅
㆒ニ
、
親
朋
畢
集
㆑ル
方
ニ
與
㆑
玄
圍
㆑
棊
ヲ
賭
㆓ニ
ス

別
墅
㆒ヲ
安
常
ニ
棊
劣
㆓ル
於
玄
㆒ニ
。（

12
）

と
な
っ
て
お
り
、
大
戦
（
東
晉
の
肥
水
の
役
）
の
前
に
、
謝
安

は
山
中
の
別
荘
で
出
兵
す
る
謝
玄
と
棋
を
囲
み
、
そ
の
別
荘
を

賭
け
た
。
通
常
な
ら
謝
玄
が
勝
つ
が
、
こ
の
日
は
心
中
穏
や
か

な
ら
な
い
玄
が
敗
れ
た
と
い
う
場
面
に
な
る
。
た
だ
、
こ
こ
で

は
単
な
る
「
別
墅
」
の
用
例
を
示
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
思
わ
れ

る
。

　

そ
の
後
に
別
墅
の
場
所
（
深
川
の
六
間
堀
）
を
示
し
、
芭
蕉

が
「（
古
池
や
）
蛙
飛
び
込
む
」
の
句
を
作
成
し
、
今
（
当
時
）

も
そ
の
古
池
が
残
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
点
が

興
味
深
い
。（

13
）

こ
れ
ら
の
注
は
後
の
古
注
が
採
用
し
て
い
る

が
、『
洗
心
抄
』
に
は
、
同
文
の
引
用
の
後
に
、

採
荼
庵
と
い
へ
る
、
す
な
ハ
ち
是
也
。

と
あ
り
、
別
墅
が
採
荼
庵
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
さ
ら
に
そ
の
後
に
、「
こ
こ
ま
で
が
序
文
で
あ
る
」
と

確
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
特
出
し
た
注
で
あ
る
。
こ
の
注
の
す

ぐ
あ
と
に
「
草
の
戸
も
住
替
る
代
ぞ
ひ
な
の
家
」
の
句
が
来
る

の
で
、
梨
一
は
こ
の
句
の
前
ま
で
を
序
文
と
み
な
し
た
こ
と
に

な
る
。
現
在
で
は
、序
章
（
発
端
）
は
一
般
的
に
「
草
の
戸
も
」

の
句
の
後
の
「
面
八
句
を
庵
の
柱
に
懸
置
」
ま
で
と
さ
れ
て
い

る
が
、（

14
）

梨
一
は
「
草
の
戸
」
の
句
か
ら
「
面
八
句
を
庵
の

柱
に
懸
置
」
ま
で
を
「
面
八
句
を
の
段
」
と
別
段
に
み
な
し
て

い
る
。

　

こ
こ
で
の
注
は
、『
鈔
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。

　（
六
）
草
の
戸
も
住
替
る
代
ぞ
ひ
な
の
家

…
…
年
年
歳
歳
花
相
ヒ
似
タ
リ
、
歳
歳
年
年
人
不
㆑
同
カ
ラ
の

心
ば
え
に
て
、
人
生
の
常
な
き
を
観
想
の
唫
な
る
べ
し

…
…

　

こ
こ
で
は
「
草
の
戸
も
」
の
句
解
と
し
て
、「
年
年
歳
歳
花

相
ヒ
似
タ
リ
、
歳
歳
年
年
人
不
㆑
同
カ
ラ
」
が
引
用
さ
れ
、
そ
の
詩

情
を
含
め
人
生
の
無
常
観
を
表
し
た
吟
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
こ
の
二
句
は
劉
廷
之
の
七
言
古
詩
「
代
悲
白
頭
翁
」（
引

用
書
目
に
あ
る
『
唐
詩
選
』
所
収
、
た
だ
し
こ
の
詩
は
同
じ
く

引
用
書
目
に
あ
る
『
古
文
（
真
宝
）
前
集
』
に
「
有
所
思
」
と
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い
う
題
名
で
宋
之
問
の
作
と
し
て
所
収
さ
れ
て
い
る
）
の
十
一

句
・
十
二
句
目
で
あ
る
が
、こ
の
二
句
は『
和
漢
朗
詠
集
』「
無
常
」

に
所
収
さ
れ
て
お
り
、（

15
）

す
で
に
人
口
に
膾
炙
さ
れ
た
成
句

で
も
あ
り
、
意
味
は
容
易
に
摑
め
る
が
、
全
句
を
挙
げ
て
み
る
。

洛
陽
城
東
桃
李
花　
　
　

洛
陽
城
東　

桃
李
の
花 

　

飛
來
飛
去
落
誰
家　
　
　

飛
び
来
り
飛
び
去
て　
誰
が
家
に
か
落
つ

洛
陽
女
兒
惜
顏
色　
　
　

洛
陽
の
女
児　

顔
色
を
惜
し
み 

　

行
逢
落
花
長
歎
息　
　
　

行
々
落
花
に
逢
て　

長
歎
息
す 

　

今
年
花
落
顏
色
改　
　
　

今
年　

花
落
て
顔
色
改
る 

　

明
年
花
開
復
誰
在　
　
　

明
年　

花
開
て
復
誰
か
在
る 

　

已
見
松
柏
摧
爲
薪　
　
　

已
に
見
る　

松
柏
摧
て
薪
と
為
る
を

更
聞
桑
田
變
成
海　
　
　

更
に
聞
く　
桑
田
変
て
海
と
成
る
を

古
人
無
復
洛
城
東　
　
　

古
人　

復
洛
城
の
東
に
無
し 

　

今
人
還
對
落
花
風　
　
　

今
人　

還
て
対
す
落
花
の
風 

　

年
年
歳
歳
花
相
似　
　
　

年
年
歳
歳　

花
相
ひ
似
た
り
、 
　

歳
歳
年
年
人
不
同　
　
　

歳
歳
年
年　

人
同
か
ら
ず
。 
　

寄
言
全
盛
紅
顏
子　
　
　

言
を
寄
す　

全
盛
の
紅
顔
子 

　

應
憐
半
死
白
頭
翁　
　
　

応
に
憐
む
べ
し　

半
死
の
白
頭
翁
。

此
翁
白
頭
眞
可
憐　
　
　

此
の
翁　

白
頭
真
に
憐
む
べ
し

伊
昔
紅
顏
美
少
年　
　
　

伊
れ
昔　

紅
顔
の
美
少
年

公
子
王
孫
芳
樹
下　
　
　

公
子
王
孫　

芳
樹
の
下

淸
歌
妙
舞
落
花
前　
　
　

清
歌
妙
舞　

落
花
の
前

光
祿
池
臺
開
錦
繡　
　
　

光
禄　

池
台　

錦
繍
を
開
き

將
軍
樓
閣
畫
神
仙　
　
　

將
軍　

楼
閣　

神
仙
を
画
く

一
朝
臥
病
無
相
識　
　
　

一
朝
病
に
臥
し　

相
識
る
無
し

三
春
行
樂
在
誰
邉　
　
　

三
春
の
行
楽　

誰
か
辺
に
在
る

宛
轉
蛾
眉
能
幾
時　
　
　

宛
転
た
る
蛾
眉　

能
く
幾
時
ぞ

須
臾
鶴
髪
亂
如
絲　
　
　

須
臾
に　

鶴
髪
乱
て
糸
の
如
し

但
看
古
來
歌
舞
地　
　
　

但
看
よ　

古
来
歌
舞
の
地

惟
有
黃
昏
鳥
雀
悲　
　
　

惟　

黄
昏
鳥
雀
の
悲
む
有
。（

16
）

　

こ
の
詩
は
、
白
髪
頭
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
翁
の
気
持
ち
に
代

わ
っ
て
、
若
き
劉
廷
之
が
そ
の
歎
き
を
詠
ん
だ
作
品
で
あ
る
。

大
き
く
二
段
に
分
か
れ
る
。

　

華
や
か
な
花
も
い
ず
れ
散
り
ゆ
く
運
命
に
な
り
、
若
き
男
女

も
容
貌
が
年
々
衰
え
、
落
花
を
見
て
嘆
く
よ
う
に
な
る
。
松
柏

が
切
り
砕
か
れ
薪
と
な
っ
た
り
、
桑
畑
が
海
に
変
わ
る
ほ
ど
時

間
の
流
れ
は
速
い
。
来
年
の
花
も
果
た
し
て
同
じ
仲
間
と
愛
で

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
中
で
、
今
を
盛
り
の
美

男
子
に
衰
死
し
そ
う
な
白
髪
の
老
人
を
憐
れ
ん
で
ほ
し
い
と
願

う
。
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こ
の
老
人
も
今
や
哀
れ
な
白
髪
で
あ
る
が
、
昔
は
紅
顔
の
美

少
年
で
あ
っ
た
。
高
貴
な
一
族
の
同
世
代
の
若
者
達
と
豪
華
な

宴
に
参
加
し
謳
歌
し
た
が
、
突
然
の
病
で
皆
か
ら
見
放
さ
れ
、

見
目
麗
し
い
姿
は
影
も
な
く
瞬
く
間
に
白
髪
に
。
し
か
も
嘗
て

宴
を
催
し
た
会
場
は
、
た
だ
鳥
た
ち
が
悲
し
げ
に
囀
っ
て
い
る

だ
け
と
。

　

梨
一
は
、
も
ち
ろ
ん
注
の
中
で
は
、
該
当
の
二
句
だ
け
を
引

用
し
、
そ
の
「
心
ば
え
」
を
と
解
説
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
詩

情
だ
け
を
踏
ま
え
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、

「
草
の
戸
も
」
の
句
に
は
、
紅
顔
の
美
少
年
や
白
頭
翁
な
ど
の

歎
き
は
直
接
は
投
影
さ
れ
ず
、
時
代
の
変
化
の
速
さ
、
特
に
人

の
移
り
変
わ
り
の
激
し
さ
と
い
う
こ
と
の
み
で
「
人
生
の
常
な

き
観
相
」
を
読
み
取
る
こ
と
に
過
ぎ
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ

こ
で
も
断
章
取
義
が
働
い
た
引
用
と
言
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ

こ
で
は
予
が
自
ら
を
白
髪
の
翁
に
な
ぞ
ら
え
て
、
若
き
夫
婦
や

お
ひ
な
様
を
喜
ぶ
娘
に
対
し
、さ
ら
に
そ
の
先
「
住
み
替
わ
る
」

時
が
来
る
か
も
し
れ
な
い
と
予
告
し
て
い
た
と
も
取
れ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
、
今
回
は
尾
形
仂
氏
が
言
わ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
大
序
」

の
部
分
の
五
項
目
と
「
草
の
戸
も
」
の
句
の
計
六
項
目
を
考
察

し
た
。
以
下
続
く
。

［
注
］

（
１
）
拙
稿
「『
お
く
の
ほ
そ
道
鈔
』
と
漢
詩
文
ー
そ
の
引
用

と
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
ー
」（
拙
著
『
芭
蕉
俳
諧
に
表
現
さ

れ
た
漢
詩
文
の
研
究
』
お
う
ふ
う 

平
成
三
十
一
年
所
収
）

に
よ
る
。

（
２
）
梨
一
は
、
序
文
で
、

我
翁
の
こ
と
ぐ
さ
に
、
東
海
道
の
一
す
じ
を
も
見
ざ
ら

む
は
、
風
雅
の
情
に
う
と
か
ら
ん
と
ぞ
。
や
つ
が
れ
、

い
と
若
き
は
じ
め
よ
り
、
此
道
を
た
し
み
、
あ
づ
ま
な

る
守
黒
庵
主
の
軒
下
に
つ
か
へ
て
、
い
と
ま
あ
る
折
〳
〵

に
は
、
お
き
な
の
つ
ゞ
り
置
給
へ
る
文
と
も
の
は
し
を

も
、
問
物
し
侍
る
に
、
師
と
我
と
は
、
い
か
な
る
す
く

せ
あ
り
し
に
や
、
日
ご
ろ
ま
め
や
か
に
を
し
へ
導
き
た

ま
ひ
し
を
、
は
か
な
く
も
、
其
従
事
さ
え
十
と
せ
に
だ

に
満
ず
し
て
、
師
は
黄
な
る
泉
へ
赴
き
給
ふ
に
、
猶
問

も
ら
せ
し
事
す
く
な
か
ら
ず
。
歎
の
う
ち
に
か
な
し
び
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を
そ
へ
侍
る
を
、
か
く
て
や
は
と
心
を
は
げ
ま
し
て
、

ふ
た
ゝ
び
才
あ
る
人
、
心
ゆ
く
友
ど
ち
な
ど
に
、
し
ら

ぬ
事
か
ず
〳
〵
尋
ね
侍
る
う
ち
に
も
、
奧
の
細
道
の
注

解
を
と
、
ひ
た
す
ら
に
心
が
け
し
か
ひ
や
あ
り
て
、
幸

な
る
か
な
、
其
折
し
も
よ
り
、
お
ほ
や
け
に
仕
て
、
ゐ

な
か
わ
た
ら
ひ
す
る
事
あ
ま
た
ゝ
び
、
よ
そ
じ
の
齢
に

至
る
ほ
ど
に
、
翁
の
杖
を
ひ
き
給
へ
る
国
〳
〵
処
々
、

大
や
う
に
か
い
め
ぐ
り
、
名
ど
こ
ろ
、
ふ
る
跡
の
く
ま

〴
〵
な
ど
ま
の
あ
た
り
に
眺
望
し
て
、
猶
さ
ら
翁
の
文

章
ほ
句
等
の
感
慨
ま
さ
り
、
い
よ
〳
〵
此
抄
の
事
心
に

わ
す
れ
ず
、
と
か
く
す
る
程
に
、
我
年
も
や
ゝ
耳
順
べ

き
き
は
に
な
り
ぬ
。
世
の
業
も
い
と
む
つ
か
し
く
、
官

を
辞
し
て
こ
ゝ
の
丸
岡
に
か
く
れ
し
も
、
は
や
十
と
せ

あ
ま
り
の
露
霜
を
経
た
れ
ば
、
其
注
解
も
ま
た
成
ぬ
。

と
あ
り
、
注
解
へ
の
想
い
と
り
わ
け
奧
の
細
道
ゆ
か
り
の

各
地
を
眺
望
し
つ
つ
、
芭
蕉
翁
の
文
章
や
発
句
へ
の
感
慨

の
深
さ
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
丸
山
に
隠
棲
し
た
宝

暦
十
二
年
か
ら
、
十
年
余
り
で
、
注
釈
が
完
成
し
た
こ
と

も
記
さ
れ
て
い
る
。　

　

ま
た
、
上
巻
が
奪
わ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
は
、
凡
例
で
、

此
書
の
上
巻
、
先
に
草
す
る
も
の
は
、
い
に
し
年
、

越
中
富
山
の
俳
夫
直
生
と
い
ふ
も
の
に
奪
は
れ
、
其

後
い
ろ
〳
〵
に
手
を
つ
く
し
て
求
む
れ
ど
も
、
と
か

く
云
て
返
さ
ず
。其
う
ち
に
剞
劂
家
の
責
、あ
ま
た
ゝ

び
に
及
ぶ
。
依
て
や
む
事
を
得
ず
、
予
が
心
お
ぼ
え

の
こ
と
ぐ
さ
の
み
を
、
あ
ら
た
に
草
し
て
、
其
巻
に

充
つ
。
故
に
其
事
い
よ
〳
〵
あ
ら
く
、
其
文
意
つ
た

な
し
。
見
ん
人
こ
れ
を
あ
は
れ
め
。

と
述
べ
、
上
巻
執
筆
の
苦
労
を
述
べ
て
い
る
。

（
３
）『
東
洋
文
庫
202
近
世
畸
人
伝
・
続
近
世
畸
人
伝
』（
平
凡

社　

昭
和
五
十
一
年
）
に
よ
る
。

（
４
）『
大
阪
青
山
短
期
大
学
所
蔵
本
テ
キ
ス
ト
シ
リ
ー
ズ
４　

奧
細
道
菅
菰
抄
』（
平
成
八
年
）
に
よ
る
。
以
下
同
様
。

（
５
）
以
下
の
書
を
参
考
に
漢
籍
の
出
典
を
選
出
し
た
。

○
尾
形
仂
編
『
芭
蕉
必
携
』
別
冊
國
文
學
（
學
燈
社　

昭

和
五
十
五
年
）

○
仁
枝
忠
『
芭
蕉
に
影
響
し
た
漢
詩
文
』（
教
育
出
版
セ

ン
タ
ー　

昭
和
四
十
七
年
）

○
廣
田
二
郎
『
芭
蕉
の
藝
術 

そ
の
展
開
と
背
景
』（
有
精

堂　

昭
和
四
十
三
年
）
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○
拙
著
『
芭
蕉
俳
諧
に
表
現
さ
れ
た
漢
詩
文
の
研
究
』（
お

う
ふ
う　

平
成
三
十
一
年
）

（
６
）
久
冨
哲
雄
・
西
村
真
砂
子
編
『
奧
の
細
道
古
註
集
成
２
』

（
笠
間
書
院　

二
〇
〇
一
年
）
に
よ
る
。　

以
下
附
録
は

同
様
。
ま
た
古
註
に
つ
い
て
は
同
書
に
よ
る
。

（
７
）「
凡
例
」
に
、

此
書
の
本
文
は
、
別
に
祖
翁
随
身
の
本
を
摸
し
た
る

印
板
あ
り
。
奥
細
道
の
本
書
は
、
本
文
素
竜
の
筆
、

外
題
は
翁
の
筆
跡
に
て
、
素
竜
・
去
来
の
跋
あ
り
。

と
あ
り
、
梨
一
は
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
版
本
（
明
和
版

か
）
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

た
だ
、
本
文
は
全
文
を
表
記
せ
ず
、
該
当
箇
所
の
み
断
片

的
に
引
用
し
て
い
る
。

（
８
）
宝
暦
五
年
刊
に
よ
る
。

（
９
）
鄭
清
茂
訳
注
『
奥
之
細
道　

芭
蕉
之
奥
羽
北
陸
行
脚
』

（
聯
經
出
版　

二
〇
一
一
年
）
で
も
、

芭
蕉
之「
過
客
」・「
旅
人
」則
隠
喩
流
動
不
居
之
時
間
。

と
解
さ
れ
て
お
り
、
台
湾
で
も
『
菅
菰
抄
』
の
注
が
反
映

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
10
）
寛
文
五
年
刊
『
荘
子
鬳
斎
口
義
』
に
よ
る
。

（
11
）
寛
文
十
三
年
刊
に
よ
る
。

（
12
）『
和
刻
本
正
史　

晉
書
（
二
）
列
伝
中
』（
元
禄
十
五
年

刊　

汲
古
書
院　

昭
和
四
十
六
年
）
に
よ
る
。　

（
13
）
同
様
の
文
が
、『
誹
諧
世
説
』「
杉
風
無
季
の
句
を
吟
ず

る
説
」（
闌
更　

天
明
五
年
）
に
、

杉
風
は
東
武
に
産
し
て
、
翁
の
東
行
を
む
か
へ
か
た
の

ご
と
く
志
を
つ
く
し
た
る
高
弟
な
り
。
も
と
よ
り
翁
の

古
池
や
蛙
飛
こ
む
水
の
音　

芭
蕉

と
名
高
き
吟
も
、
則
ち
杉
風
が
別
墅
深
川
六
間
堀
と
い

ふ
所
の
庵
に
て
の
事
に
し
て
、
其
古
池
猶
今
に
の
こ
り

て
記
念
と
な
り
ぬ
。

と
あ
る
。（『
影
印
版　

誹
諧
世
説
（
全
）』〈
文
化
書
房
博

文
社　

昭
和
五
十
四
年
〉
に
よ
る
）

（
14
）『
お
く
の
ほ
そ
道
評
釈
』
の
「
発
端
の
形
式
」
の
中
で
は
、

紀
行
全
体
の
序
に
相
当
す
る
一
章
だ
が
、
あ
り
き
た
り

の
紀
行
文
形
式
で
は
、
下
に
見
え
る
「
こ
と
し
、
元
禄

二
と
せ
に
や
…
…
」
と
い
っ
た
叙
述
で
始
ま
る
と
こ
ろ

を
、
そ
の
前
に
も
う
一
つ
序
文
的
文
言
を
加
え
て
い
る

と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
い
わ
ば
大
序
と
言
っ
た
部
分

で
、
…
…
た
だ
、
そ
れ
を
単
独
に
以
下
の
叙
述
と
遊
離
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し
た
形
で
捉
え
る
の
で
は
な
し
に
、
出
発
前
の
動
静
の

記
述
の
中
に
融
か
し
込
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
、
一
つ
の

新
し
い
手
法
上
の
発
展
が
あ
る
。

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、「
面
八
句
…
…
」
ま
で
を
以
下
の

場
面
と
融
合
さ
せ
た
大
序
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、

深
沢
眞
二
氏
は
「『
お
く
の
ほ
そ
道
』
発
端
考
」（『
連
歌

俳
諧
研
究
』
第
百
三
十
七
号　

二
〇
一
九
年
九
月
）
の
中

で
、
中
尾
本
や
西
村
本
な
ど
の
字
配
り
な
ど
か
ら
、「
面

八
句
…
…
」
で
は
切
れ
ず
「
見
送
る
な
る
べ
し
」
ま
で
を

一
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
捉
え
る
べ
き
点
を
指
摘
さ
れ　
　

て
い
る
。　

　

序
文
に
対
し
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
区
切
り
方
が
あ
る
が
、

そ
の
あ
た
り
を
明
確
に
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
『
お
く
の

ほ
そ
道
』
の
特
徴
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
15
）
北
村
季
吟
『
和
漢
朗
詠
集
註
』（
寛
文
十
一
年
刊
）
で
は
、

言
ロ
ハ
花
ノ
色
ハ
ト
シ
〳
〵
ニ
カ
ハ
ル
コ
ト
ナ
シ
。
人

ハ
不
㆑ス

尓シ
カ
ラ。
コ
ソ
ミ
シ
人
ハ
ナ
ク
ナ
リ
テ
ア
ラ
ヌ
人
ニ

ノ
ミ
カ
ハ
ル
ト
ノ
心
ナ
リ
。

と
注
解
を
施
し
て
い
る
。
年
々
に
変
わ
ら
ぬ
花
に
対
し
、

人
間
は
昨
年
見
か
け
た
人
が
今
年
は
姿
が
見
え
ず
別
の
人

に
変
わ
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
変
化
が
激
し
い
、
ま
さ
に
無
常

で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
の
で
あ
る
。

（
16
）
宝
暦
十
一
年
刊
『
唐
詩
選
』
に
よ
る
。




