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杜

甫

の

序 思

考

形

態

と

従
来
杜
甫
は
、
社
会
の
矛
盾
に
激
し
い
憤
り
を
ぶ
つ
け
、
悪
政
下
に
あ
え
ぐ
人
々
に
深
い
同
情
を
寄
せ
、
自
分
の
及
ば
ぬ
非
力
を

自
責
し
つ
づ
け
た
、
誠
実
で
善
意
に
み
ち
た
詩
人
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た
。
た
し
か
に
、
社
会
の
不
公
平
を
鋭
く
指
摘
し
、

国
家
の
命
運
と
人
民
の
苦
難
に
心
を
痛
め
、
己
の
非
力
に
焦
慮
し
て
作
っ
た
杜
甫
の
詩
は
、
全
篇
善
意
に
み
ち
み
ち
て
い
る
と
い
っ

て
決
し
て
過
言
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
杜
甫
の
詩
に
あ
ら
わ
れ
た
善
意
を
、
ふ
つ
う
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
単
に
杜
甫

が
性
来
正
義
感
と
善
意
の
持
主
で
あ
っ
た
が
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
簡
単
に
論
断
す
る
こ
と
が
は
た
し
て
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。

い
ま
、
誠
実
で
正
義
感
と
善
意
に
み
ち
た
詩
人
で
あ
る
と
い
う
従
来
の
杜
甫
像
が
形
成
さ
れ
る
に
至
っ
た
過
程
を
考
え
て
み
る
と

き
、
そ
こ
に
は
は
な
は
だ
し
く
偏
向
し
た
恣
意
的
な
作
品
の
選
択
が
常
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
つ
ま
り
、
従
来
幾
多
の

人
々
が
共
感
し
愛
誦
し
た
杜
甫
の
詩
は
、
ま
さ
し
く
誠
実
さ
と
善
意
と
が
横
溢
し
た
詩
篇
で
あ
っ
て
、
あ
る
者
は
そ
れ
を
詩
作
の
手

本
と
し
、
あ
る
者
は
内
的
精
神
生
活
を
向
上
さ
せ
る
徳
育
の
資
と
し
、
ま
た
あ
る
者
は
こ
れ
ら
の
詩
篇
を
称
揚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

自
己
の
文
学
観
な
い
し
は
倫
理
観
の
秀
逸
さ
を
披
歴
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
従
来
の
研
究
自
体
を
直
接
の
目
的
と
し
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て
み
た
い
。

る。 な
し、

ヽ

い
わ
ば
鑑
賞
を
主
眼
と
し
た
人
々
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
恣
意
的
な
作
品
の
選
択
か
ら
は
、
当
然
の
結
果
と
し
て
、
誠
実
さ
と

善
意
と
に
充
ち
た
杜
甫
像
が
描
き
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
一
面
的
な
像
こ
そ
が
従
来
の
杜
甫
像
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

杜
甫
の
詩
に
あ
ら
わ
れ
た
善
意
を
、
当
の
そ
れ
ら
の
詩
か
ら
形
造
ら
れ
た
杜
甫
像
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
全
く
無
意

味
で
あ
る
こ
と
は
、
今
更
詳
し
く
述
べ
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
従
来
の
杜
甫
像
が
、
杜
甫
の
作
品
全
般
か
ら
自
ら
イ
メ
ー
ジ
化
さ
れ
て
き
た
全
体
的
な
像
で
な
い
と
す
れ
ば
、
全
体
的
な

杜
甫
像
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
ま
た
、
杜
甫
の
詩
が
善
意
に
充
ち
充
ち
た
も
の
と
な
っ
た
要
因
は

一
体
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

結
論
を
先
に
言
え
ば
、
杜
甫
は
―
つ
の
固
定
化
し
た
思
考
の
型
を
根
強
く
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
型
に
は
ま
っ

て
固
定
化
し
た
思
考
の
ゆ
え
に
、
杜
甫
の
詩
は
必
然
的
に
善
意
に
み
ち
た
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ

小
論
は
、
こ
う
し
た
点
を
論
証
す
る
た
め
に
、
杜
甫
の
詩
全
般
に
目
を
向
け
な
が
ら
、
同
時
に
行
動
の
軌
跡
を
も
加
味
し
つ
つ
、

杜
甫
の
思
考
の
形
態
を
究
明
し
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
こ
の
考
察
を
通
し
て
、
思
考
形
態
と
詩
作
と
の
関
連
性
を
併
せ
て
考
え

五
十
代
に
入
っ
て
か
ら
の

杜
甫
の
思
考
の
形
態
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
も
っ
と
も
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
の
は
、
杜
甫
の
求
仏
の
態
度
で
あ

る
。
杜
甫
は
、
二
十
代
の
前
半
か
ら
す
で
に
沙
門
と
交
遊
を
結
び
、
仏
教
へ
の
傾
斜
を
示
し
て
い
る
が
、
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＠紺 因 ⑮ 四国に日

白
牛
車
遠
近

時
応
清
照
罷

問
法
看
詩
妄

晩
聞
多
妙
教

杜
甫
の
思
考
形
態
と
詩
作

誰
能
解
金
印

永
願
坐
長
夏

卒
践
塞
前
惹

滴
濶
共
安
禅

賂
衰
棲
大
乗

観
身
向
酒
傭

未
能
割
妻
子

（
「
陪
李
梓
州
王
閲
州
蘇
遂
州
李
果
州
四
使
君
登
恵
義
寺
」
詩
）

（
「
陪
章
留
後
恵
義
寺
餞
嘉
州
祖
都
督
赴
州
」
詩
）

卜
宅
近
前
峰
（
「
謁
真
諦
寺
禅
師
」
詩
）

（
「
秋
日
菱
府
詠
懐
」
詩
）

随
喜
給
孤
園

晩
年
の
数
年
間
は
、
殊
に
求
仏
の
願
い
が
切
実
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
就
中
、
大
暦
二
年
（
七
六
七
）
杜
甫
五
十
六
オ
の
作
「
写

懐
」
第
二
首
で
は
、

「
神
を
放
つ
八
極
の
外
、
挽
仰
倶
に
爾
葱
た
り
。
終
然
真
如
と
契
る
、
金
仙
の
術
に
匪
ざ
る
を
得
ん
や
。
」
と

仏
教
こ
そ
自
分
の
心
を
和
ら
げ
、
真
理
に
到
達
す
る
究
極
の
対
象
で
は
な
か
ろ
う
か
と
詠
っ
て
い
る
。
こ
の
詩
は
、
い
か
に
熱
望
し

て
み
て
も
い
っ
か
な
開
け
そ
う
も
な
い
仕
官
の
道
、
か
と
い
っ
て
隠
逸
生
活
に
自
適
し
よ
う
に
も
そ
れ
も
で
き
な
い
杜
甫
が
、
こ
の

逃
げ
場
の
な
い
、
絶
え
ず
不
安
定
に
動
揺
し
つ
づ
け
る
心
を
慰
撫
す
べ
き
終
極
の
場
と
し
て
、
真
摯
に
仏
教
を
求
め
た
も
の
の
よ
う

に
理
解
さ
れ
る
。
と
す
る
と
、
最
晩
年
の
杜
甫
が
仏
教
に
帰
依
す
る
態
度
こ
そ
、
彼
の
精
神
生
活
の
最
終
的
な
帰
着
点
の
姿
だ
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
今
は
、
こ
の
求
仏
の
態
度
を
杜
甫
の
思
考
形
態
を
さ
ぐ
る
―
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
み

よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
詩
の
中
に
求
仏
の
願
い
が
切
実
に
詠
わ
れ
る
の
は
、
宝
応
元
年
（
七
六
ニ
・
五
十
一
オ
）
か
ら
大
暦
二
年
（
七

六
七
•
五
十
六
オ
）
に
か
け
て
で
あ
っ
て
、
次
の
十
例
の
詩
句
が
そ
れ
で
あ
る
。

願
聞
第
一
義

休
作
狂
歌
老

（
「
望
兜
率
寺
」
詩
）

廻
向
心
地
初

廻
看
不
住
心

且
欲
上
慈
航

金
箆
甜
眼
膜
価
重
百
車
渠
無
生
有
汲
引

（
「
望
牛
頭
寺
」
詩
）

（
「
上
兜
率
寺
」
詩
）

弦
理
償
吹
嘘

（
「
謁
文
公
上
方
」
詩
）
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そ
の
第
一
は
、
例
囮
「
問
法
看
詩
妄
、
観
身
向
酒
傭
未
能
割
凄
子
卜
宅
近
前
峰
」
（
「
謁
真
諦
寺
禅
師
」
詩
）
に
お
け
る
論

理
の
破
碇
で
あ
る
。
「
未
能
割
妻
子
」
と
い
う
詩
句
か
ら
帰
納
す
れ
ば
、
妻
子
へ
の
脊
恋
を
断
ち
切
ら
ね
ば
仏
道
は
求
め
ら
れ
な
い

と
い
う
論
理
に
到
達
す
る
。
な
る
ほ
ど
仏
典
に
は
、
釈
尊
が
求
道
の
た
め
に
親
や
妻
子
を
す
て
た
話
が
み
え
る
。
し
か
し
、
自
ら
帰

（注
1
)

（注
2
)

依
し
た
こ
と
を
詩
に
詠
う
当
時
の
禅
宗
、
そ
れ
も
直
接
に
帰
依
し
た
と
考
え
ら
れ
る
南
宗
禅
で
は
、
す
で
に
こ
う
し
た
論
理
を
そ
の

ま
ま
に
は
用
い
て
い
な
い
。
南
宗
禅
の
祖
・
慧
能
大
師
の
言
行
を
著
録
し
た
「
六
祖
大
師
法
宝
壇
経
」
疑
問
品
第
一
一
一
に
、
次
の
よ
う

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

O
 

O
 

O
 

O
 

O
 

O
 

O
 

0
 

善
知
識
、
若
し
修
行
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
在
家
も
亦
得
、
寺
に
在
る
に
由
ら
ず
。
家
に
在
り
て
能
く
行
ず
る
は
、
東
方
の
人
の

心
善
き
が
如
し
。
寺
に
在
り
て
修
せ
ず
ん
ば
、
西
方
の
人
の
心
悪
し
き
が
如
し
。
但
だ
心
清
浄
な
る
こ
と
、
即
ち
是
れ
自
性
の

西
方
な
り
。

こ
の
説
法
で
は
、
求
道
の
行
為
が
直
接
的
に
出
家
を
意
味
せ
ぬ
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。

な
六
祖
の
説
法
が
み
え
る
。
ー
|
'

た
し
て
い
る
。

終
然
契
真
如

「
法
華
経
」
や
「
涅
槃
経
」
・
「
拐
厳
経
」
な
ど
い
く
つ
か
の
仏
典
を
ふ
ま
え
た
表
現
が
含
ま
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
み
て
、
杜
甫
が
仏
典
を
博
覧
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
ほ
ぼ
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
杜
甫
が
い
か
に

多
大
の
仏
典
を
博
覧
し
て
い
た
に
せ
よ
、

ま
た
彼
の
求
仏
の
願
い
が
、
こ
れ
ら
の
詩
句
か
ら
容
易
に
う
か
が
わ
れ
る
ご
と
く
い
か
に

切
実
な
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
先
に
掲
げ
た
十
例
の
詩
句
に
お
い
て
、
杜
甫
の
論
理
は
少
く
と
も
二
つ
の
点
で
大
き
く
破
綻
を
き

清
嘉
任
体
屏

挽
仰
倶
癖
痣

J

れ
ら
の
詩
句
の
中
に
、

汁） ⑳ 

勇
猛
為
心
極

放
神
八
極
外

金
箆
空
利
眼

鏡
象
未
離
鈴

得
匪
金
仙
術

し
か
も
こ
の
説
法
は
、
西
方
浄
土
は
地

（
「
秋
日
菱
府
詠
懐
」
詩
）

（
「
写
懐
」
第
二
首
）
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理
的
な
西
方
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
己
の
心
の
中
に
こ
そ
あ
る
も
の
だ
と
説
い
て
、
西
方
浄
土
を
主
張
す
る
浄
土
教
に
対
し
て
き
び

し
い
反
駁
を
加
え
た
部
分
で
あ
り
、
禅
宗
の
対
浄
土
教
観
を
う
か
が
う
こ
と
の
で
き
る
重
要
な
説
法
で
あ
る
。
こ
う
し
た
他
教
と
の

教
理
の
相
違
を
明
確
に
う
ち
出
し
た
説
法
に
お
い
て
明
言
さ
れ
る
「
在
家
亦
得
」
と
い
う
慧
能
の
論
理
は
、
後
の
禅
宗
の
―
つ
の
性

格
を
規
定
す
る
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
み
る
杜
甫
の
論
理
は
、
自
ら
帰
依
し
た
と
明
言
す

る
禅
宗
の
教
理
に
合
致
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
た
だ
に
禅
宗
の
教
理
に
合
致
し
て
い
な
い
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
い
ま
か

り
に
仏
教
を
離
れ
て
広
く
人
道
的
な
立
場
に
立
っ
て
考
え
て
み
て
も
、
経
済
的
に
安
定
し
な
い
情
況
の
な
か
に
あ
り
な
が
ら
、
妻
と

子
供
を
う
ち
棄
て
る
行
為
は
、
人
倫
に
も
と
る
行
為
の
最
た
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
人
の
道
が
ひ
ら
け
え
な
い
こ
と
は
自
明

の
理
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
杜
甫
は
自
己
の
論
理
が
も
っ
と
も
原
初
的
な
肉
親
の
愛
と
さ
え
抵
触
す
る
こ
と
を
看
過
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
が
杜
甫
の
論
理
の
破
綻
の
第
一
の
点
で
あ
る
。

金
箆
空
甜
眼

そ
の
第
二
は
、
例
因
「
勇
猛
為
心
極
清
扉
任
体
屏
鏡
象
未
離
鈴
」
（
「
秋
日
菱
府
詠
懐
」
詩
）
に
お
け
る
論

理
の
破
綻
で
あ
る
。
「
勇
猛
心
の
極
と
為
す
も
、
清
覇
体
の
屏
き
に
任
す
」
と
い
う
こ
こ
に
お
い
て
は
、
体
が
弱
い
と
い
う
こ
と
が

求
道
を
阻
む
大
き
な
要
因
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
杜
甫
が
当
時
い
か
に
体
が
弱
っ
て
い
た
に
せ
よ
、
求
道
と
い
う
内
的
活
動
が

阻
害
さ
れ
る
ほ
ど
に
重
い
症
状
で
は
な
か
っ
た
し
、
加
え
て
、
杜
甫
は
自
ら
「
心
の
極
」
と
な
す
と
い
う
「
勇
猛
」
心
の
本
質
的
な

意
味
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
勇
猛
心
と
は
、
杜
甫
が
考
え
て
い
た
よ
う
な
妻
子
を
う
ち
す
て

て
出
家
を
す
る
と
か
、
自
分
の
病
弱
な
肉
体
に
堪
え
が
た
い
苦
行
を
強
い
る
と
か
い
っ
た
末
節
の
形
骸
的
な
行
為
を
行
う
勇
気
を
い

仏
の
道
に
は
い
る
こ
と
こ
そ
、
勇
猛
心
の
本
体
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
体
が
弱
い
か
ら
求
道
に
ふ
み
き
れ
な
い
と
い
う
、
そ
の
い
い
わ
け
が
ま
し
さ
か
ら
脱
脚
し
て
即
座
に
求

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
殊
更
に
体
が
弱
い
こ
と
を
も

杜
甫
の
思
考
形
態
と
詩
作
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ち
出
す
こ
と
は
、
仏
道
を
求
め
る
機
縁
さ
え
つ
か
め
て
い
な
い
自
己
を
弁
護
す
る
た
め
の
は
な
は
だ
こ
じ
つ
け
が
ま
し
い
い
い
わ
け

で
あ
っ
て
、
現
実
に
は
、
体
が
弱
い
こ
と
自
体
が
求
道
を
阻
害
し
た
直
接
の
原
因
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
と

す
る
と
、
こ
こ
の
杜
甫
の
論
理
は
、
求
道
と
い
う
形
而
上
の
問
題
に
、
極
め
て
安
易
に
次
元
の
違
っ
た
肉
体
の
弱
さ
を
ひ
き
出
し
て

く
る
も
の
で
あ
っ
て
、
論
理
は
破
綻
し
て
い
る
。
こ
れ
が
第
二
の
点
で
あ
る
。

こ
こ
で
改
め
て
先
の
十
例
の
詩
句
を
見
直
し
て
み
る
と
き
、
こ
こ
に
詠
わ
れ
る
杜
甫
の
求
仏
の
願
い
は
、
あ
く
ま
で
も
観
念
論
に

終
始
し
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。

ず
る
。
し
か
し
、

た
し
か
に
こ
れ
ら
の
詩
句
か
ら
は
、
杜
甫
の
求
仏
の
願
い
の
切
実
さ
を
ひ
し
ひ
し
と
感

い
か
に
仏
語
を
多
用
し
て
巧
み
な
表
現
を
凝
し
て
み
て
も
、
杜
甫
の
求
仏
の
態
度
に
は
、
王
維
が
朝
廷
を
退
く
と

香
を
焚
い
て
座
禅
に
ふ
け
っ
た
と
い
う
よ
う
な
生
活
に
密
着
し
た
点
が
一
向
に
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
求
仏
と
い
う
自
己

の
本
質
と
最
も
深
く
か
か
わ
る
根
元
的
な
問
題
に
お
い
て
す
ら
論
理
の
破
綻
を
き
た
し
て
い
る
事
実
か
ら
推
察
す
れ
ば
、
杜
甫
の
仏

教
の
と
ら
ま
え
方
は
あ
く
ま
で
も
仏
典
の
文
句
の
鵜
呑
に
終
り
、
そ
の
結
果
、
仏
教
を
自
己
の
心
を
和
ら
げ
る
究
極
の
対
象
と
し
て

眼
前
に
見
す
え
な
が
ら
も
、
ど
う
し
て
も
跳
入
し
き
れ
ぬ
ま
ま
に
、
た
だ
理
想
と
し
て
お
い
も
と
め
、
詩
に
ひ
た
す
ら
に
そ
の
願
望

を
詠
い
つ
づ
け
る
と
い
う
、
現
実
の
自
己
か
ら
遊
離
し
た
観
念
的
な
思
考
を
繰
り
返
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
私
の
推
測
を
更
に
確
か
に
う
ら
づ
け
る
資
料
を
今
―
つ
杜
甫
の
詩
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ

は
、
ほ
ぼ
彼
の
生
涯
を
通
じ
て
二
律
相
背
反
す
る
両
極
端
の
発
言
が
著
し
く
多
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
処
生
の
理
念
や
文
学
・
子
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四 曰⇔ 日
(
B
群）

⑮ 四 国仁） 日
(
A
群）

弟
の
教
育
な
ど
に
関
す
る
発
言
に
そ
れ
が
見
ら
れ
る
が
、
な
か
で
も
次
に
か
か
げ
る
、
出
仕
し
て
政
治
に
参
与
す
る
か
、
あ
る
い
は

退
い
て
隠
逸
生
活
に
ひ
た
る
か
と
い
う
処
生
の
方
向
の
選
択
に
お
い
て
、
そ
の
発
言
の
分
裂
的
な
現
象
は
と
り
わ
け
顕
著
で
あ
る
。

こ
こ
で
処
生
の
方
向
の
選
択
に
関
す
る
両
極
端
の
発
言
を
詩
の
中
か
ら
抽
出
し
て
列
挙
し
て
み
よ
う
。
ー
ー
—

君
を
甕
舜
の
上
に
致
し
て
、
再
び
風
俗
を
し
て
淳
な
ら
し
め
ん
。

明
朝
封
事
有
り
、
数
々
夜
の
如
何
を
問
ふ
。
（
「
春
宿
左
省
」
詩
•
四
十
七
オ
）

時
を
済
ふ
に
敢
て
死
を
愛
せ
ん
や
、
寂
莫
壮
心
驚
く
。
（
「
歳
暮
」
詩
•
五
十
ニ
オ
）

済
世
の
策
を
陳
べ
ん
と
欲
す
る
も
、
已
に
老
い
た
り
尚
書
郎
。
息
ま
ず
財
狼
の
闘
ひ
、
空
し
く
態
づ
鴛
鷺
の
行
。

春
題
演
西
新
賃
草
屋
」
第
五
首
•
五
十
六
オ
）

報
主
身
已
に
老
ゆ
、
入
朝
病
み
て
妨
げ
ら
る
。

た
め

向
来
橘
頌
を
吟
ず
、
誰
か
典
に
尊
羮
を
討
め
む
。
舒
笏
を
論
ず
る
を
願
は
ず
、
悠
悠
た
り
涼
海
の
情
。

同
尋
苑
十
隠
居
」
詩
・
三
十
四
才
頃
）

耽
酒
微
禄
を
須
つ
、
狂
歌
し
て
聖
朝
に
託
す
。

江
外
草
堂
」
詩
・
五
十
ニ
オ
）

荊
扉
棄
鹿
に
到
す
、
応
に
爾
と
共
に
露
を
為
す
な
る
べ
し
。

杜
甫
の
思
考
形
態
と
詩
作

（
「
暁
望
」
詩
•
五
十
六
オ
）

（
「
奉
贈
罪
左
丞
丈
人
」
詩
・
―
―
―
十
七
オ
）

（
「
入
衡
州
」
詩
•
五
十
九
オ
）

（
「
寄
題

（
「
与
李
十
二
白

（
「
官
定
後
戯
贈
」
詩
•
四
十
四
オ
）

我
生
れ
て
性
放
誕
、
雅
に
自
然
に
逃
れ
ん
と
欲
す
。
酒
を
嗜
み
て
風
竹
を
愛
し
、
居
を
卜
す
る
は
必
ず
林
泉
。

（
「
暮

43 



愛
国
の
士
と
い
う
に
足
る
。

こ
れ
ら
の
発
言
の
何
と
立
派
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
君
を
亮
舜
の
上
に
致
し
て
、
再
び
風
俗
を
し
て
淳
な
ら
し
め
ん
」
と
い
う
高
邁
な
も
の
で
あ
り
、
官
僚
と
な
っ
て
は
、
明
朝
の
上

奏
を
気
に
と
め
て
落
ち
着
い
て
睡
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
と
い
う
勤
直
ぶ
り
で
あ
り
、
野
に
下
っ
て
は
、
い
ま
だ
に
天
子
の
御
恩
に

寸
亭
手
も
報
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
深
く
恥
じ
て
い
る
。
真
に
高
邁
な
政
治
理
念
を
か
か
げ
て
忠
勤
に
励
む
、
至
誠
一
貫
し
た

一
方
B

群
の
発
言
を
見
て
み
る
と
ー
—
’

（
「
幽
人
」
詩
•
五
十
八
才
頃
）

A
群
の
発
言
を
見
て
み
る
と
ー
ー

も
ら
ま
え

生
ま
れ
つ
き
の
性
は
放
誕
で
、
本
来
仕
官
す
る
意
志
は
な
く
、
官
に
つ
い
て
も
そ
れ

ぱ
酒
手
を
得
る
た
め
の
こ
と
、
酒
を
嗜
み
風
竹
を
愛
し
て
、
神
仙
の
世
界
に
遊
び
た
い
と
い
う
。
こ
れ
ぱ
、
天
命
を
楽
し
ん
で
活
淡

と
し
た
脱
俗
の
人
士
の
風
姿
で
あ
る
。

こ
の
両
極
の
発
言
ぱ
、
そ
れ
を
個
別
に
見
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
各
々
一
点
の
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
の
な
い
完
璧
な
処
生
の
理
念

に
貫
か
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
両
極
端
の
発
言
を
額
面
ど
お
り
に
素
直
に
う
け
と
る
な
ら
ば
、
杜
甫
は
、
出
て
ほ
忠
節
を

尽
し
、
退
い
て
は
自
然
に
自
適
す
る
、
出
処
の
理
に
達
観
し
た
人
間
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

し
か
し
か
り
に
こ
れ
と
は
全
く
逆
に
、

出
処
の
い
ず
れ
に
も
終
生
執
着
し
つ
づ
け
た
の
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
杜
甫
の
こ
れ
ら
の
発
言
は
、
精
神
生
活
の
本
質
に
お
い

て
、
二
律
背
反
し
た
大
き
な
矛
盾
を
は
ら
ん
で
い
た
こ
と
を
露
呈
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
す
る
と
、
こ

れ
ら
両
極
の
発
言
を
、
杜
甫
の
単
な
る
場
当
り
な
放
言
と
し
て
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
勿
論
の
こ
と
、
こ
の
両
方
の
発
言
の

い
ず
れ
も
が
共
に
杜
甫
の
美
点
で
あ
る
な
ど
と
い
っ
た
安
直
な
見
方
は
、
ま
し
て
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

ぱ
た
し
て
、
杜
甫
は
出
処
の
理
に
達
観
し
た
人
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
も
っ
と
も
端
的
に
も
の
が
た
っ
て
い
る

両
往
に
恵
詢
が
輩
と
、
中
年
沿
洲
の
期
あ
り
。

仕
官
を
志
し
て
述
べ
る
政
治
の
構
想
は
、
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ま
ず
、

「
初
冬
」
と
題
す
る
こ
の
詩
は
、
厳
武
の
幕
下
に
あ
っ
た
杜
甫
が
、
参
謀
の
職
を
退
く
べ
き
か
ど
う
か
を
思
い
め
ぐ
ら
し
て
い
た

広
徳
二
年
（
七
六
四
）
冬
の
作
に
な
る
詩
で
あ
る
。
こ
れ
と
全
＜
同
様
の
迷
い
は
、
大
暦
四
年
・
死
の
前
年
の
詩
「
早
発
」
に
も
見

え
る
。
「
薇
蕨
首
陽
に
餓
ゑ
、
粟
馬
歴
聘
に
資
す
。
賤
子
適
従
せ
ん
と
欲
し
て
、
疑
恨
す
此
の
二
柄
」
と
、
伯
夷
・
叔
斉
の
生
き
方

を
と
る
べ
き
か
、
蘇
秦
・
張
儀
の
生
き
方
に
従
う
べ
き
か
、
杜
甫
の
迷
執
は
こ
の
期
に
及
ん
で
も
尽
き
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
こ
れ
ら
の
詩
句
か
ら
、
杜
甫
が
決
し
て
出
処
の
理
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
こ
こ
で
更
に
詳
細
に
、
杜
甫
が
い
か
に
両
極
の
い
ず
れ
に
も
密
着
し
て
い
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

「
天
子
の
恩
に
報
い
る
」
と
か
「
時
を
済
う
」
と
か
い
っ
た
行
為
の
前
提
と
な
る
も
の
は
、
官
僚
生
活
で
あ
る
。
官
僚
と

杜
甫
の
思
考
形
態
と
詩
作

出
虜
遂
何
心

出
処
遂
に
何
の
心
ぞ

干
文
未
偲
息

愁
来
梁
父
吟

干
文
未
だ
偲
息
せ
ず

愁
来
れ
ば
梁
父
吟

帰
休
寒
色
深

漁
舟
上
急
水

猟
火
著
高
林

日
有
習
池
酔

漁
舟
急
水
に
上
り

猟
火
高
林
に
著
＜

日
々
に
習
池
の
酔
有
り

帰
休
す
れ
ば
寒
色
深
し

の
は
、
彼
の
生
涯
を
通
じ
て
絶
え
ず
出
処
の
い
ず
れ
を
取
捨
す
べ
き
か
、
そ
の
選
択
に
迷
っ
た
発
言
が
詩
中
に
見
出
さ
れ
る
と
い
う

事
実
で
あ
る
。

垂
老
戎
衣
窄

垂
老
戎
衣
窄
し
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ず
」

し
て
そ
の
任
務
を
忠
実
に
全
う
す
る
こ
と
を
除
い
て
他
に
方
法
は
な
い
。
そ
こ
で
杜
甫
の
官
僚
と
し
て
の
勤
務
ぶ
り
を
見
て
み
る

と
、
た
し
か
に
先
掲
の
「
春
宿
左
省
」
詩
や
「
人
を
避
け
て
諌
草
を
焚
く
、
馬
に
騎
れ
ば
雛
棲
な
ら
ん
と
欲
す
」
（
「
晩
出
左
腋
」
詩
）

な
ど
か
ら
は
、
左
拾
遺
の
官
に
あ
っ
た
当
時
の
杜
甫
の
並
々
な
ら
ぬ
精
勤
ぶ
り
が
う
か
が
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
精
勤
ぶ
り
の
陰
に

も
、
「
退
食
遅
回
寸
心
違
ふ
」
（
「
題
省
中
院
壁
」
詩
）
と
詠
ず
る
ご
と
く
、
既
に
何
か
し
ら
暗
い
影
が
さ
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

忠
君
愛
国
の
至
情
に
支
え
ら
れ
て
孜
々
と
し
て
政
務
に
勉
励
し
て
い
た
と
い
う
に
は
い
さ
さ
か
た
め
ら
い
を
覚
え
る
、
屈
折
し
た
杜

甫
の
心
情
が
読
み
と
れ
る
。

―
つ
に
は
い
ま
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
な
が
ら
、
房
誼
を
弁
護
し
て
粛
宗
の
逆
鱗
に
ふ
れ
た
と
い

う
負
い
目
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
に
も
ま
し
て
杜
甫
の
胸
底
に
深
い
憂
愁
を
わ
だ
か
ま
ら
せ
た
も
の
は
、
将
来
の
立
身

の
明
る
い
展
望
が
こ
の
愚
直
な
事
件
に
よ
っ
て
閉
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
命
を
賭
し
て
鳳
翔
の
行
在
所
に
奔
り

掌
中
に
得
た
左
拾
遺
の
官
は
、
品
階
が
低
い
と
は
い
え
、
上
奏
文
を
奉
る
清
資
官
で
あ
っ
て
、
杜
甫
の
永
年
の
宿
願
と
符
合
し
た
恵

ま
れ
た
官
職
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
四
十
六
オ
に
し
て
や
っ
と
掌
中
に
し
た
こ
の
清
資
官
は
、
彼
の
宿
願
を
充
た
し
自
負
心
を
満
足
さ

せ
た
と
同
時
に
、
こ
れ
か
ら
先
の
出
世
の
明
る
い
展
望
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
顧
慮
を
欠
い
た
忠
義
心
か
ら
で

た
も
の
で
あ
っ
た
か
、
房
玲
と
の
つ
な
が
り
を
保
持
す
る
た
め
に
は
や
む
を
え
ざ
る
行
為
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
真
相
の
詮
議
は
置
く

と
し
て
も
、
客
観
的
に
み
て
軽
挙
に
す
ぎ
た
杜
甫
の
さ
し
で
ぐ
ち
は
、
結
果
と
し
て
、
官
僚
生
活
の
や
っ
と
伸
び
は
じ
め
た
芽
を
そ

っ
く
り
摘
み
と
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
て
、

い
か
な
杜
甫
で
も
、
こ
の
事
件
か
ら
以
後
の
官
界
に
お
け
る
明
る
く
な
い
将
来
を
予

測
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
予
測
で
き
た
か
ら
こ
そ
、

「
飲
を
縦
に
し
久
し
く
判
し
て
人
共
に
棄
て
、
朝
す
る
に
瀬
く
真
に
世
と
相
違

ふ
。
」
（
「
曲
江
対
酒
」
詩
）
と
憂
鬱
を
酒
に
ま
ぎ
ら
せ
、

（
「
偏
側
行
」
）
と
、
雨
が
降
れ
ば
参
朝
を
怠
る
と
い
っ
た
ず
さ
ん
な
務
め
ぶ
り
も
時
と
し
て
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
東
家
窟
嘘
を
借
す
を
許
す
も
、
泥
滑
か
に
し
て
敢
て
騎
り
て
天
に
朝
せ
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と
こ
ろ
で
、
杜
甫
の
こ
う
し
た
斑
気
の
多
い
つ
と
め
ぶ
り
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
杜
甫
は
直
面
す
る
情
況
を
的
確
に
把
握
し
て

そ
れ
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
物
事
に
地
道
に
対
処
す
る
と
い
う
行
動
の
着
実
性
を
欠
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
高
く

掲
げ
た
自
己
の
理
念
を
実
践
化
す
る
最
も
恵
れ
た
情
況
が
一
た
び
悪
化
し
て
道
が
閉
さ
れ
る
と
、
も
は
や
そ
れ
を
達
成
す
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
と
見
定
め
て
居
直
り
、
悪
化
し
た
情
況
の
中
に
も
そ
れ
に
即
し
た
理
念
の
具
現
化
を
真
摯
に
追
究
す
る
と
い
う
ひ
た

む
き
さ
を
欠
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
の
自
負
心
を
充
た
し
、
理
念
の
達
成
の
望
み
が
も
て
た
左
拾
遺
の

官
に
あ
っ
た
ほ
ん
の
一
時
を
除
い
て
は
、
官
僚
生
活
に
全
く
意
欲
を
も
や
し
て
い
な
い
と
い
う
あ
ま
り
に
も
明
白
な
事
実
に
よ
っ
て

う
ら
、
‘
つ
け
ら
れ
る
。

不
作
河
西
尉

凄
涼
為
折
腰

狂
歌
託
聖
朝

故
山
帰
興
尽

回
首
向
風
醜

老
夫
趨
走
を
伯
れ

率
府
に
且
＜
逍
遥
す

耽
酒
微
禄
を
須
つ

狂
歌
し
て
聖
朝
に
託
す

故
山
帰
興
尽
き

首
を
回
ら
し
て
風
醜
に
向
ふ

杜
甫
の
思
考
形
態
と
詩
作

老
夫
柏
趨
走

率
府
且
逍
遥

耽
酒
須
微
禄

凄
涼
腰
を
折
る
が
為
め

河
西
の
尉
と
作
ら
ざ
る
は

く
、
次
に
掲
げ
る
「
官
定
後
戯
贈
」
と
題
す
る
詩
を
作
っ
て
い
る
。

四
十
四
オ
で
太
子
右
衛
率
府
兵
曹
参
軍
事
に
任
ぜ
ら
れ
、

や
っ
と
お
そ
す
ぎ
た
起
家
を
は
た
し
た
杜
甫
は
、

任
官
し
て
ほ
ど
な
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こ
の
自
負
心
に
充
ち
た
横
柄
な
ま
で
の
高
踏
ぶ
り
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
心
憎
い
ば
か
り
の
ゆ
と
り
た
っ
ぷ
り
な
姿
は
、
い

か
に
こ
れ
を
杜
甫
の
高
雅
を
き
ど
っ
た
一
種
の
ボ
ー
ズ
だ
と
み
て
大
き
く
割
り
引
い
て
考
え
た
と
し
て
も
、
「
朝
に
富
兒
の
門
を
担

き
、
暮
に
肥
馬
の
塵
に
随
ふ
。
残
杯
と
冷
灸
と
、
到
る
慮
籟
か
に
悲
辛
す
」
と
詠
じ
て
、
仕
官
の
道
を
求
め
て
贈
跨
す
る
哀
れ
な
己

が
身
を
茸
済
に
訴
え
た
杜
甫
の
イ
メ
ー
ジ
や
、
鮮
子
仲
通
に
詩
を
贈
っ
て
楊
国
忠
に
推
挙
を
懇
願
す
る
と
い
う
無
節
操
な
ま
で
に
執

拗
な
就
職
運
動
を
展
開
し
た
杜
甫
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
か
け
離
れ
て
お
り
、
到
底
重
ね
あ
わ
せ
が
た
い
距
離
感
を
感
ぜ

ず
に
は
お
れ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
、
多
少
の
誇
張
は
あ
る
に
せ
よ
、
い
ず
れ
も
杜
甫
の
真
実
の
姿
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
み
ら
れ

る
両
者
の
は
な
は
だ
し
い
距
離
感
こ
そ
、
杜
甫
が
太
子
右
衛
率
府
兵
曹
参
軍
事
の
官
職
に
全
く
魅
力
を
感
じ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を

如
実
に
も
の
が
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
掲
の
詩
に
み
ら
れ
る
と
お
り
、
杜
甫
は
こ
の
官
に
任
ぜ
ら
れ
る
以
前
に
河
西
の
尉
に
任

ぜ
ら
れ
て
こ
れ
を
拒
ん
で
い
る
。
明
経
科
や
進
士
科
の
及
第
者
で
さ
え
も
県
尉
で
起
家
す
る
の
が
ご
く
普
通
で
あ
っ
た
当
時
の
事
情

か
ら
考
え
る
と
、
進
士
科
の
落
第
者
で
あ
る
杜
甫
が
河
西
の
尉
を
拒
ん
で
太
子
右
衛
率
府
兵
曹
参
軍
事
に
任
用
さ
れ
た
こ
と
は
、
彼

が
後
に
左
拾
遺
と
い
う
清
資
官
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
を
考
え
合
せ
て
み
て
も
、
杜
甫
の
起
家
は
お
そ
ら
く
は
門
蔭
に
よ
る
起
家
で
あ

（注
3
)

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
彼
の
仕
官
運
動
の
真
の
ね
ら
い
は
、
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
は
じ
め
か
ら
清
資
官
に
つ

く
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
太
子
右
衛
率
府
兵
曹
参
軍
事
は
い
わ
ば
当
然
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
不
足
な
官
で
し
か
な

い
と
受
け
と
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
性
来
自
負
心
の
強
い
杜
甫
は
、
本
来
な
ら
ば
誰
も
が
望
ん
で
や
ま
な
い
中
央

で
の
起
家
解
褐
を
果
し
な
が
ら
、
平
生
の
目
標
を
下
回
っ
た
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
こ
の
官
職
に
全
く
魅
力
を
覚
え
な
か
っ
た
ば
か

り
で
な
く
、
こ
の
職
を
早
く
も
去
ら
ん
こ
と
を
欲
し
て
、

「
野
人
談
蕩
と

し
て
銅
顔
無
し
、
登
に
久
し
く
王
侯
の
間
に
在
る
可
け
ん
や
」
と
詠
ず
る
真
意
が
、
官
界
そ
の
も
の
か
ら
の
逃
避
に
あ
る
の
で
は
な

「
去
突
行
」
と
題
す
る
詩
を
作
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
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く
、
志
を
得
な
い
官
職
を
な
げ
う
つ
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
が
、
し
か
し
こ
う
し
た
杜
甫
の
意
に
染
ま
ぬ
官
職
で

は
政
務
も
怠
り
、
す
ぐ
に
も
や
め
て
し
ま
う
と
い
う
官
僚
生
活
へ
の
と
り
く
み
方
の
甘
さ
は
、
華
州
で
の
彼
の
詩
に
な
お
顕
著
に
現

安
得
赤
脚
踏
層
泳

七
月
六
日
炎
蒸
に
苦
し
む

食
に
対
し
て
暫
く
餐
せ
ん
と
す
る
も
還
た
能
は
ず

常
に
愁
ふ
夜
来
皆
是
れ
鍋
な
る
を

況
や
乃
ち
秋
後
轄
蠅
多
き
を
や

束
帯
狂
を
発
し
て
大
い
に
叫
ば
ん
と
欲
す

簿
書
何
ぞ
急
に
来
る
こ
と
相
伯
る
や

南
望
す
れ
ば
青
松
短
堅
に
架
す

安
ん
ぞ
赤
脚
層
泳
を
踏
む
こ
と
を
得
ん
。

「
早
秋
苦
熱
、
推
案
相
俯
」
と
題
す
る
こ
の
詩
は
、
華
州
司
功
参
軍
事
に
出
さ
れ
て
一
カ
月
足
ら
ず
の
う
ち
に
作
ら
れ
た
も
の
で

あ
っ
｀
て
、
華
州
で
の
杜
甫
の
失
意
の
さ
ま
と
い
ら
だ
ち
と
を
端
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
左
拾
遺
の
官
に
お
け
る
房
館
弁
護
の
失

策
と
時
折
み
せ
た
ず
さ
ん
な
っ
と
め
ぶ
り
か
ら
す
れ
ば
、
彼
の
考
課
の
成
績
は
決
し
て
よ
く
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
華
州
と
い
う
輔
郡
の
司
功
参
軍
事
に
と
ど
ま
り
、
品
階
の
上
で
は
従
七
品
官
へ
と
昇
進
し
て
い
る
の
は
、
や
は
り
門
蔭
と
清

資
官
の
前
歴
の
強
み
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
客
観
的
に
見
れ
ば
む
し
ろ
恵
ま
れ
て
い
た
と
い
え
る
処
遇
も
、

宿
願
の
清
資
官
か
ら
一
介
の
地
方
官
に
移
官
さ
れ
た
と
い
う
精
神
的
シ
ョ
ッ
ク
の
前
に
は
目
に
映
ら
な
か
っ
た
ら
し
く
、

杜
甫
の
思
考
形
態
と
詩
作

簿
書
何
急
来
相
伍

南
望
青
松
架
短
堅

束
帯
発
狂
欲
大
叫

七
月
六
日
苦
炎
蒸

射
食
暫
餐
還
不
能

常
愁
夜
来
皆
是
蝠

況
乃
秋
後
轄
多
蠅

れ
て
い
る
。

「
推
案
相
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伯
」
る
事
務
の
煩
多
な
地
方
官
生
活
を
嫌
悪
さ
え
し
て
い
る
。
そ
し
て
ほ
ん
の
数
ヵ
月
前
ま
で
鬱
屈
し
た
心
を
酒
に
ま
ぎ
ら
せ
、
参

朝
さ
え
も
怠
っ
た
そ
の
朝
廷
へ
早
く
も
復
帰
を
懇
望
す
る
の
で
あ
る
。

去
歳
絃
晨
捧
御
林

五
更
三
点
入
鶏
行

欲
知
趨
走
傷
心
地

正
想
氣
氣
満
眼
香

無
路
従
容
陪
語
笑

有
時
顛
倒
著
衣
裳

何
人
却
憶
窮
愁
日

日
日
愁
随
一
線
長

「
官
を
罷
む
る
は
亦
人
に
由
る
、
何
事
ぞ
形
の
役
に
拘
せ
ら
れ
ん
」

五
更
三
点
鶏
行
に
入
る

知
ら
ん
こ
と
を
欲
す
傷
心
の
地
に
趨
走
し
て

正
に
氣
氣
た
る
満
眼
の
香
を
想
ふ
こ
と
を
。

路
無
し
従
容
と
し
て
語
笑
に
陪
す
る
に

時
有
っ
て
か
顛
倒
し
て
衣
裳
を
著
＜

何
人
か
却
っ
て
憶
は
ん
窮
愁
の
日

日
日
愁
は
一
線
に
随
っ
て
長
き
を

こ
こ
に
詠
わ
れ
る
も
の
は
、
不
遜
な
ま
で
の
地
方
官
へ
の
蔑
視
で
あ
り
、
そ
の
反
動
に
よ
る
極
端
に
美
化
さ
れ
た
中
央
官
へ
の
憧

憬
で
あ
る
。
華
州
に
赴
任
す
る
と
き
、
房
誼
の
失
権
を
画
策
し
て
そ
の
累
を
自
分
に
も
及
ぼ
し
た
一
派
の
人
々
に
、
「
移
官
登
に
至

（注
4
)

尊
な
ら
ん
や
」
と
怨
み
を
込
め
て
言
い
放
っ
た
彼
は
、
そ
の
舌
の
根
の
乾
か
ぬ
う
ち
に
そ
の
朝
廷
へ
の
帰
参
を
懇
望
し
、
そ
の
願
い

が
一
向
に
か
な
え
ら
れ
ぬ
と
判
断
す
る
と
、

詩
）
と
傲
然
と
う
そ
ぶ
い
て
、
華
州
司
功
参
軍
事
の
職
を
な
げ
う
っ
た
の
で
あ
る
。

（
「
立
秋
後
題
」

華
州
で
の
杜
甫
の
詩
に
み
ら
れ
た
不
遜
と
も
い
え
る
地
方
官
へ
の
蔑
視
と
嫌
悪
と
は
、
成
都
で
厳
武
の
幕
下
に
あ
っ
た
当
時
の
詩

至
日
遣
興
。
奉
寄
北
省
旧
閣
老
両
院
故
人

去
歳
呟
の
晨
御
林
を
捧
ず
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そ
れ
を
腹
に
す
え
か
ね
て
の
所
業
で
あ
ろ
う
。

（
「
三
聾
二
篇
」
第
三
篇
）
と
い
う
口
吻
の
荒
々
し
さ
や
、

に
は
更
に
顕
著
で
あ
る
。
杜
甫
が
厳
武
の
も
と
で
参
謀
に
な
っ
た
の
は
、

詩
）
い
る
た
め
で
あ
り
、
今
―
つ
に
は
「
稲
梁
に
は
須
ら
く
列
に
就
く
べ
し
」

参
与
と
い
っ
た
積
極
的
な
意
図
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
仕
官
す
る
こ
と
自
体
が
深
く
彼
の
自
尊
心
を
傷
つ
け
た

ば
か
り
で
な
く
、
「
暁
入
朱
扉
啓
き
、
昏
帰
画
角
終
る
」
（
「
遣
悶
、
奉
呈
厳
公
」
詩
）
と
い
う
、
全
く
属
僚
並
み
の
勤
務
を
強
い

ら
れ
た
こ
と
も
杜
甫
に
は
堪
え
が
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
加
え
て
当
時
は
持
病
の
肺
疾
や
消
渇
の
他
に
も
、
足
が
痺
れ
た
り
頭
痛
が

し
た
り
で
、
肉
体
的
に
も
気
ま
ま
に
体
を
横
臥
さ
せ
る
自
由
を
欲
し
て
い
た
。
し
か
し
職
柄
そ
の
も
の
へ
の
不
満
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
、
か
っ
て
清
資
官
と
し
て
朝
廷
へ
出
入
し
た
プ
ラ
イ
ド
を
持
つ
杜
甫
に
と
っ
て
、
幕
下
の
同
僚
た
ち
が
自
分
の
自
尊
心
を
満
足
さ

「
烈
士
は
多
門
を
悪
む
も

せ
る
に
足
る
充
分
な
尊
敬
を
払
わ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
何
と
し
て
も
が
ま
ん
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

小
人
は
自
ら
調
を
同
じ
く
す
。
名
利
荀
く
も
取
る
可
く
ん
ば
、
身
を
殺
す
も
権
要
に
傍
ふ
。
何
か
営
に
官
曹
清
か
る
べ
き
、
爾
が
輩

「
憶
ふ
三
賦
を
献
ず
蓬
莱
宮
、
自
ら
怪
む
一
日
声

一
笑
に
堪
え
た
り
」

煩
赫
た
り
し
を
。
集
賢
の
学
士
堵
壻
の
如
く
、
我
の
筆
を
落
す
を
観
る
中
書
堂
。
往
時
文
采
人
主
を
動
か
し
、
此
の
日
飢
寒
路
芳
に

趨
る
。
晩
に
末
契
を
将
っ
て
年
少
に
託
す
、
当
面
に
は
心
を
輸
し
背
面
に
は
笑
ふ
。
寄
謝
す
悠
々
世
上
の
児
、
好
悪
を
争
は
ず
相
疑

ふ
こ
と
莫
れ
。
」
（
「
莫
相
疑
行
」
）
と
年
甲
斐
も
な
く
昔
日
の
自
分
を
顕
示
し
て
年
少
輩
の
あ
な
ど
り
に
答
え
る
口
吻
の
荒
さ
も
、

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
太
子
右
衛
率
府
兵
曹
参
軍
事
・
華
州
司
功
参
軍
事
・
厳
武
の
節
度
参
謀
に
お
け
る
杜
甫
の
つ
と
め
ぶ
り
を
見

て
く
る
と
、
杜
甫
は
こ
れ
ら
の
官
職
の
い
ず
れ
に
も
意
欲
を
も
や
し
て
い
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
意
に
染
ま
な
い
官
職
は
す
ぐ
に
も

や
め
て
し
ま
う
と
い
う
、

ぬ
ぐ
い
き
れ
な
い
官
僚
生
活
に
対
す
る
と
り
く
み
方
の
甘
さ
と
、

杜
甫
の
思
考
形
態
と
詩
作

―
つ
に
は
「
暫
く
知
己
（
厳
武
）
の
分
に
酬
」
（
「
到
村
」

（
同
上
詩
）
と
い
う
生
活
の
た
め
で
あ
っ
て
、
政
治

不
遜
と
も
い
え
る
地
方
官
へ
の
蔑
視
と
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こ
と
が
で
き
る
。

嫌
悪
と
が
あ
り
あ
り
と
う
か
が
え
て
、
杜
甫
の
究
極
の
関
心
は
、
朝
廷
の
顕
要
の
官
職
に
し
か
な
か
っ
た
こ
と
を
は
っ
き
り
と
知
る

し
か
し
現
実
に
は
、
顕
要
の
官
職
に
登
用
さ
れ
る
こ
と
は
お
ろ
か
、
そ
の
可
能
性
す
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、

杜
甫
は
こ
の
現
実
の
情
況
を
全
く
無
視
し
て
い
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
現
実
の
情
況
を
的
確
に
把
握
し
、
そ
れ
に
即

し
た
方
策
の
追
究
を
通
し
て
、
理
念
の
地
道
な
具
現
化
を
計
ろ
う
と
意
図
し
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
地
方
官
へ
の
蔑
視
と
嫌
悪
と
に

満
ち
た
華
州
以
後
の
詩
に
み
ら
れ
る
政
治
参
与
へ
の
言
辞
の
裏
に
は
、
具
体
的
な
官
僚
生
活
の
イ
メ
ー
ジ
さ
え
全
く
な
い
の
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
先
掲
の
詩
句
A
群
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
高
邁
な
政
治
理
念
に
貫
か
れ
た
政
治
参
与
へ
の
発
言
は
、
現
実
か
ら
完
全
に

遊
離
し
な
が
ら
観
念
の
世
界
で
構
築
さ
れ
た
理
想
論
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

一
方
隠
逸
生
活
に
お
い
て
も
全
く
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。
隠
逸
生
活
に
と
っ
ぷ
り
と
ひ
た
り
き
る
た
め
の
第
一
の
要
件
は
、
俗

世
と
の
か
か
わ
り
を
断
ち
切
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
杜
甫
の
場
合
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
現
実
か
ら
遊
離
し
た
理
想
論
で

あ
っ
た
と
は
い
う
も
の
の
、
政
治
参
与
へ
の
未
練
を
絶
え
ず
抱
き
つ
づ
け
て
い
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
隠
逸
生
活
に
ひ
た
る
た
め
の

要
件
を
決
定
的
に
欠
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
杜
甫
は
、
本
質
的
に
隠
逸
生
活
へ
の
道
を
閉
さ
れ
て
い

た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
隠
逸
生
活
に
ひ
た
る
た
め
の
第
一
要
件
を
決
定
的
に
欠
い
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
隠
逸
生
活
を
不
可
能
に

し
た
政
治
参
与
へ
の
綿
々
た
る
脊
恋
に
つ
い
て
も
す
で
に
詳
し
く
述
べ
た
か
ら
に
は
、
も
は
や
そ
の
他
の
要
因
や
、

活
に
ひ
た
り
き
れ
な
か
っ
た
か
と
い
う
有
様
を
、
改
め
て
述
べ
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
強
い
て
、
杜
甫
の
隠
逸
生
活

を
よ
り
不
可
能
に
し
た
要
因
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
く
な
ら
ば
、
秦
州
か
ら
以
後
の
杜
甫
は
、

い
か
に
隠
逸
生

た
え
ず
有
力
者
の
経
済
援
助
を
受
け

52 



あ
る
。

て
い
た
た
め
に
、
時
と
し
て
心
な
ら
ず
も
身
を
屈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
他
律
的
な
要
因
が
あ
げ
ら
れ
る
。
杜
甫
に
経

済
的
な
援
助
を
与
え
た
。
ハ
ト
ロ
ン
の
代
表
的
な
人
物
は
、
成
都
に
お
け
る
厳
武
と
菱
州
に
お
け
る
柏
茂
林
と
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
他

に
も
草
堂
の
修
理
費
を
出
し
て
も
ら
っ
た
王
録
事
や
、
蜀
を
出
て
東
滸
す
る
際
に
旅
費
を
乞
う
た
射
洪
の
李
某
．
閾
州
で
度
々
遊
び

に
従
っ
た
刺
史
の
王
某
な
ど
も
、
彼
の
重
要
な
援
助
者
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
厳
武
の
平
生
の
恩
顧
に
報
い
る
た
め
に
、
心
な

ら
ざ
る
幕
府
務
め
を
し
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
柏
茂
林
の
も
と
で
は
官
に
こ
そ
つ
か
な
か
っ
た
も
の
の
、
遊
び
に
従
っ
て
詩

（注
5
)

を
賦
し
た
り
、
柏
氏
一
門
が
こ
ぞ
っ
て
俊
秀
な
る
こ
と
を
た
た
え
た
阿
諒
に
充
ち
た
詩
を
作
っ
て
い
る
。
杜
甫
は
柏
茂
林
か
ら
、
柑

橘
畑
四
十
畝
を
都
合
し
て
も
ら
っ
た
の
を
は
じ
め
と
し
て
「
諸
侯
（
柏
茂
林
）
数
々
金
を
賜
ふ
」
（
「
峡
口
」
詩
第
二
首
）
と
う
た

う
ご
と
く
、
月
俸
を
割
い
て
も
ら
っ
て
い
る
。
ま
た
、
西
閣
か
ら
赤
甲
に
、
赤
甲
か
ら
濱
西
に
、
演
西
か
ら
東
屯
に
と
、
わ
ず
か
半

年
余
の
間
に
三
度
も
転
居
し
、
そ
の
都
度
そ
こ
で
果
園
や
薩
菜
園
や
水
田
を
手
に
入
れ
て
い
る
こ
と
も
、

と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。

か
く
て
経
済
的
に
は
か
つ
て
な
い
安
定
し
た
生
活
を
お
く
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
の
、
そ
の
代
償
と
し

て
、
不
本
意
な
交
遊
も
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
「
肉
食
菜
色
を
晒
ひ
、
少
壮
老
翁
を
欺
る
。
況
や
乃
ち
主
客
の
間
、
古
来

偲
側
同
じ
き
を
や
」
（
「
贈
蘇
四
侯
」
詩
）
と
、
他
人
の
世
話
に
な
っ
て
い
る
我
が
身
で
は
、
主
人
に
本
意
な
く
も
志
を
ま
げ
、
身

を
屈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
息
苦
し
さ
を
、
睦
嘆
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
自
律
的
•
他
律
的
な
双
方
の
要
因
が
重
な
り
あ
っ
て
、
隠
逸
生
活
が
全
く
手
の
と
ど
か
な
い
も
の
に
な
れ
ば

な
る
ほ
ど
、
先
掲
の
詩
句
B
群
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
執
拗
な
ま
で
に
、
観
念
的
に
絶
対
自
由
の
理
想
境
を
思
慕
し
つ
づ
け
た
の
で

こ
う
し
て
、
杜
甫
の
詩
に
彼
の
実
際
の
行
動
を
加
味
し
て
総
合
的
に
み
て
く
る
と
、
杜
甫
の
思
考
が
、
極
め
て
観
念
的
で
現
実
の

杜
甫
の
思
考
形
態
と
詩
作

お
そ
ら
く
柏
茂
林
の
援
助
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情
況
を
無
視
し
た
、
自
己
に
密
着
し
な
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
先
の
推
測
は
、
確
実
性
を
帯
び
る
こ
と
と
な
る
。
お
よ
そ

杜
甫
の
思
考
の
形
態
は
、
理
想
と
現
実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
正
確
に
把
握
し
、
そ
こ
か
ら
自
己
の
行
動
す
べ
ぎ
方
向
と
手
段
と
を
追
究

す
る
と
い
う
、
行
動
の
た
め
の
思
考
形
態
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
杜
甫
の
思
考
の
形
態
を
こ
の
よ
う
に
理
解
し
た
と
き
、
杜
甫
の
詩
が
善
意
に
み
ち
て
く
る
の
は
当
然
の
結
果
で
あ
る

と
い
え
る
。
杜
甫
は
た
え
ず
観
念
の
上
で
極
限
に
ま
で
理
想
化
し
た
完
全
無
比
な
も
の
を
追
い
求
め
て
い
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か

ら
、
詩
を
詠
ず
る
場
合
の
彼
の
視
点
は
、
い
か
な
る
場
合
で
も
常
に
、
極
限
に
ま
で
理
想
化
さ
れ
た
頂
点
に
お
か
れ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
そ
れ
が
不
満
を
述
べ
た
詩
で
あ
っ
て
も
、
綿
々
た
る
く
り
ご
と
を
述
べ
た
詩
で
あ
っ
て
も
、
不
満
や
く
り
ご
と
を
露
骨
に
さ

ら
し
て
見
せ
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
高
所
に
位
置
す
る
彼
の
視
点
が
、
そ
れ
に
理
念
的
な
ろ
過
を
与
え
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果

と
し
て
、
そ
れ
は
社
会
の
矛
盾
を
指
摘
す
る
も
の
、
人
民
の
苦
難
に
同
情
す
る
も
の
、
自
分
の
非
力
を
深
く
恥
ず
る
も
の
へ
と
変
形

昇
華
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
こ
れ
ら
の
詩
が
善
意
に
み
ち
あ
ふ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
て
、
そ
の
わ
く
か
ら
は
み

出
す
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
詩
は
、
現
実
の
自
己
を
ふ
ま
え
て
い
な
い
以
上
、
彼
の
描
い
た
虚
偽
の
像
だ
と
い

い
か
え
る
こ
と
さ
え
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
、
も
は
や
誠
実
だ
と
か
善
意
だ
と
か
い
っ
た
、
倫
理
的
な
臭
味
の
濃
い
人
物
評

価
の
立
場
に
立
っ
て
杜
甫
の
詩
を
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
念
の
た
め
に
こ
と
わ
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
私
は
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
杜
甫
の
文
学
が
無
価
値
で
あ
る
な
ど

と
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
文
学
作
品
は
、
現
実
に
作
者
に
密
着
し
て
い
な
く
と
も
、

た
と
え
そ
れ

が
全
く
の
虚
構
で
あ
っ
た
と
し
て
も
何
ら
そ
の
価
値
を
損
じ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
杜
甫
の
文
学
に
お
い
て
問
わ
れ
る
べ
き
も
の
は

思
想
の
一
貫
性
や
倫
理
観
の
秀
逸
さ
で
は
な
く
、
文
学
を
生
む
基
盤
と
な
っ
た
こ
の
固
定
化
し
た
思
考
の
ど
う
ど
う
め
ぐ
り
の
中
で
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て
い
る
の
も
こ
れ
に
外
な
ら
な
い
。
ま
た
杜
甫
の
詩
題
に
、

「
遺
興
」
と
か
「
遣
愁
」

「
解
悶
」
・
「
撥
悶
」
・
「
散
愁
」
と
か
い

―
つ
の
重
要
な
手
が
か

杜
甫
が
い
か
に
自
己
を
作
品
の
中
に
埋
没
さ
せ
且
つ
凝
集
さ
せ
え
た
か
、
あ
る
い
は
、
現
実
と
理
想
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
中
で
身
動
き

の
と
れ
な
い
自
己
を
い
か
に
リ
ア
ル
に
表
白
し
え
た
か
と
い
う
、
文
学
表
現
の
領
域
の
問
題
で
あ
る
と
私
は
思
う
。

杜
甫
の
思
考
の
形
態
が
、
理
想
と
現
実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
正
確
に
と
ら
え
、
そ
こ
か
ら
自
己
の
行
動
す
べ
き
方
向
と
手
段
と
を
追

究
す
る
と
い
う
、
行
動
の
た
め
の
思
考
形
態
で
な
か
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
こ
う
し
た
固
定
化
し
た
思
考
の
形
態
は
、
詩

（
「
至
後
」
詩
）
と

作
と
深
い
関
連
性
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
関
連
性
を
考
え
て
み
る
に
あ
た
っ
て
、

も
と

り
と
な
る
も
の
は
、
杜
甫
が
自
ら
の
詩
作
の
態
度
を
い
み
じ
く
も
「
愁
極
ま
れ
ば
本
詩
に
憑
り
て
興
を
遣
る
」

言
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
愁
が
嵩
じ
て
極
ま
る
と
詩
を
作
っ
て
典
を
遣
る
と
い
う
詩
作
の
態
度
は
、
杜
甫
が
常
套
的
に
用
い
た
消

憂
の
手
段
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
表
現
こ
そ
違
う
け
れ
ど
も
、
「
悶
を
排
せ
ん
と
し
て
強
い
て
詩
を
裁
す
」
（
「
江
亭
」
詩
）
と
い
っ

っ
た
詩
題
の
詩
が
、
四
十
数
篇
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
を
端
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
詩
作
を
消
憂
の
手
段
と
し

て
常
に
用
い
た
こ
と
は
、
杜
甫
の
現
実
に
即
し
た
思
考
を
途
絶
さ
せ
、
徒
ら
に
観
念
的
な
思
考
の
み
を
く
り
か
え
さ
せ
る
と
い
う
、

重
大
な
結
果
を
生
む
に
い
た
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
身
に
重
く
の
し
か
か
っ
て
く
る
問
題
の
処
理
に
苦
慮
し
、

一
筋
の
解
決
の
方
策

を
追
求
し
て
思
索
を
く
り
返
す
際
の
苦
痛
と
煩
悶
と
を
、
そ
の
ま
ま
に
詩
に
詠
じ
て
言
語
化
し
固
定
化
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
思
考

を
そ
の
時
点
で
中
断
さ
せ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
杜
甫
の
よ
う
に
年
少
の
頃
か
ら
経
学
を
修
め
、
道
家
の
思
想
に
も
通
じ
、
仏
典

も
博
覧
し
て
い
る
知
識
人
に
と
っ
て
は
、
ど
の
よ
う
な
問
題
を
処
理
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
究
極
的
な
最
良
の
結
果
を
想
定
す
る
こ

杜
甫
の
思
考
形
態
と
詩
作

55 



一
見
し
て
考
え
る
よ
り
も
は
る
か
に
次
元
の
低
い
、
後
退
的
な

（
「
秋
日
菱
府
詠
懐
」
詩
）
と
か
「
性
霊
を
陶
冶
す
る
底
物
か
存
す
る
」

と
は
極
め
て
容
易
で
あ
る
。
む
し
ろ
難
間
で
あ
る
の
は
、
そ
の
最
良
の
結
果
に
到
逹
す
る
た
め
の
具
体
的
な
方
策
を
求
め
る
こ
と
で

あ
る
。
到
逹
ず
べ
き
結
果
を
あ
ま
り
に
も
完
全
無
欠
な
も
の
と
し
て
想
定
で
き
る
が
た
め
に
、
却
っ
て
完
璧
で
具
体
的
な
方
策
は
求

め
に
く
い
。
倒
底
到
逹
ず
る
こ
と
が
不
可
能
な
情
況
下
に
お
か
れ
土
場
合
に
は
、
生
半
可
な
結
果
で
妥
協
す
る
こ
と
に
は
満
足
で
き

ぬ
ま
ま
に
、
い
た
ず
ら
に
苦
慮
し
て
問
題
の
処
理
を
放
棄
さ
え
し
か
ね
な
い
、
イ
ン
テ
リ
特
有
の
弱
さ
を
露
呈
す
る
こ
と
も
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
具
休
的
な
実
践
の
方
策
を
追
求
し
て
思
索
を
重
ね
る
過
程
に
お
い
て
、
関
心
の
焦
点
を
、
心
象
を
表
現
す

る
方
向
に
そ
ら
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
思
考
の
途
絶
を
ま
ね
く
。
と
す
る
と
、
た
し
か
に
詩
を
作
る
と
い
う

行
為
は
、
現
実
処
理
の
た
め
の
具
体
的
な
方
策
の
追
求
の
過
程
に
お
い
て
生
ず
る
苦
悩
か
ら
回
避
さ
せ
う
る
。
そ
し
て
ひ
た
す
ら
に

観
念
的
な
埋
想
の
世
界
に
思
い
を
遊
ば
せ
る
な
ら
ば
、
現
実
の
苦
痛
を
忘
れ
、
理
想
世
界
に
酔
っ
て
、
詩
も
自
ら
高
雅
な
趣
ぎ
を
呈

す
る
。
消
憂
の
手
段
と
な
る
詩
作
と
は
、
こ
う
し
た
効
用
を
ね
ら
っ
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、

実
的
な
思
考
を
束
縛
し
、

「
陶
冶
詩
篇
に
頼
る
」

（
「
解
悶
」
第
七
首
）
と
か
詠
う
、
詩
に
よ
る
性
霊
の
陶
冶
と
は
、

消
憂
の
行
為
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
彼
に
描
き
う
る
手
一
杯
の
理
想
を
詩
に
表
現
し
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

自
己
を
見
出
す
し
か
な
く
、
そ
の
憂
愁
は
、
終
生
つ
き
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の

境
地
に
心
地
よ
く
ひ
た
り
き
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
詩
作
に
よ
る
思
考
の
中
断
の
く
り
か
え
し
は
、
自
ら
現

理
想
と
現
実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
前
に
は
、
彼
自
身
何
ら
対
処
の
方
策
を
も
た
な
い
、
身
動
き
の
と
れ
な
い
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5. 4. 3. 2. 1. 

「
余
亦
師
簗
可
身
猶
縛
禅
寂
」

詩
）
と
か
い
っ
た
詩
句
が
あ
る
。

黒
川
洋
一
氏
の
「
杜
甫
「
秋
日
、
菱
府
詠
懐
、
百
韻
に
お
け
る
「
七
祖
禅
」
に
つ
い
て
の
考
察
」

詳
密
な
論
証
が
な
さ
れ
て
い
る
。

旧
唐
書
・
巻
四
三
・
職
官
志
に
、
「
凡
出
身
非
清
流
者
、
不
注
清
資
官
」
と
み
え
る
。

「
至
徳
二
載
、
甫
自
京
金
光
門
出
、
間
道
帰
鳳
翔
。
乾
元
初
、
従
左
拾
遺
、
移
華
州
橡
、
与
親
故
別
。
因
出
此
門
、
有
悲
往
事
」
詩

「
覧
柏
中
丞
兼
子
姪
数
人
除
官
制
詞
、
因
述
父
子
兄
弟
四
美
、
載
歌
絲
綸
」
詩

杜
甫
の
思
考
形
態
と
詩
作

注

（
「
夜
聴
許
十
一
誦
詩
愛
而
有
作
」
詩
）
と
か
、

「
身
許
双
峰
寺

（
四
天
王
寺
女
子
大
学
紀
要
•
第
一
号
）
に

門
求
七
祖
禅
」

（
「
秋
日
菱
府
詠
懐
」
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