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太
宰
治
と
中
国
古
典
（
二
）

1
太
宰
治
の
「
竹
青
」
と
「
聯
斎
志
異
」

は
じ
め
に

の
「
地
面
」
と
の
比
較
i

劉
　
金
宝

　
太
宰
治
の
作
晶
と
中
国
古
典
の
比
較
研
究
の
一
環
と
し
て
、
本
稿
で
は
、

太
宰
治
の
「
清
貧
諌
」
と
「
聯
深
壕
異
」
の
「
黄
英
」
と
の
比
較
（
注
i
）

に
引
き
続
き
、
太
宰
治
の
「
竹
刀
」
と
「
柳
斎
怪
異
」
の
「
竹
青
」
と
を
比

較
し
て
み
た
い
。

　
「
適
適
」
は
、
昭
和
二
十
年
四
月
一
日
発
行
の
「
文
藝
」
第
二
巻
第
四
号

に
発
表
さ
れ
た
。
初
出
「
竹
青
」
本
文
末
尾
に
は
、
「
自
注
。
こ
れ
は
、
創
作

で
あ
る
。
支
那
の
ひ
と
た
ち
に
読
ん
で
も
ら
ひ
た
く
て
書
い
た
。
漢
訳
せ
ら

れ
る
筈
で
あ
る
。
」
と
あ
っ
た
が
、
実
際
に
漢
訳
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
、
不
明

で
あ
る
。
昭
和
十
九
年
八
月
二
十
九
日
付
堤
重
久
宛
葉
書
に
、
「
そ
ろ
そ
ろ
魯

迅
に
取
り
掛
か
る
。
い
ま
は
小
手
調
べ
に
支
那
の
怪
談
な
ど
試
作
し
て
み
る
。

こ
れ
は
支
那
語
に
翻
訳
さ
れ
る
筈
」
と
い
う
一
簿
が
あ
る
。
こ
こ
に
「
支
那

の
怪
談
な
ど
試
作
」
と
い
っ
て
い
る
の
が
「
竹
青
」
と
推
測
さ
れ
る
。
だ
が
、

他
の
作
晶
で
あ
っ
た
可
能
性
も
、
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。
と
も
あ
れ
、

こ
の
時
点
で
「
支
那
の
怪
談
」
は
、
「
支
那
語
に
翻
訳
さ
れ
」
、
華
文
文
芸
雑

誌
「
大
東
亜
文
学
」
（
注
2
）
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。

昭
和
十
九
年
九
月
一
日
発
行
の
「
文
学
報
国
」
第
三
十
四
号
の
「
華
文
文
芸

雑
誌
『
大
東
亜
文
学
』
創
刊
－
堂
々
た
る
編
輯
内
容
i
」
に
「
創
刊
号
は
十

月
初
旬
現
地
に
於
い
て
発
売
さ
れ
る
が
、
次
号
（
十
一
月
号
）
の
内
容
も
既

に
整
へ
ら
れ
て
る
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
「
支
那
語
に
翻
訳
さ
れ
」
た
「
支

那
の
怪
談
」
は
、
「
大
東
亜
文
学
」
の
第
三
号
か
第
四
号
か
に
掲
載
さ
れ
る
予

定
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
「
旧
本
文
学
報
国
会
編
輯
」
と
銘
打

っ
た
「
大
東
亜
文
学
」
第
一
号
は
昭
和
十
九
年
十
一
月
一
目
発
行
で
、
第
二

号
は
昭
和
十
九
年
十
二
月
一
日
発
行
で
あ
る
が
、
敗
戦
後
の
混
乱
に
紛
れ
て

そ
の
消
息
が
不
明
と
な
り
、
現
在
第
三
号
以
降
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。

　
「
引
数
」
は
そ
の
四
年
前
に
書
い
た
「
清
貧
諦
」
と
同
じ
く
「
聯
斎
志
異
」

か
ら
材
料
を
取
っ
た
翻
案
小
説
で
あ
る
。
太
宰
の
使
用
し
た
底
本
は
「
清
貧

課
」
と
同
じ
く
公
田
連
太
郎
注
・
田
中
貢
太
郎
訳
「
聯
斎
志
士
」
（
北
下
堂
、

一
九
二
九
年
十
一
月
）
で
あ
る
。
翻
案
の
資
料
は
も
う
ひ
と
つ
あ
る
。
菊
田

義
孝
に
よ
れ
ば
、
「
昭
和
十
九
年
の
秋
ご
ろ
（
略
）
訪
問
す
る
と
、
そ
の
机
辺

に
、
出
版
社
の
名
を
忘
れ
た
が
、
『
世
界
地
理
大
系
』
と
い
っ
た
も
の
の
一
冊

で
、
『
支
那
の
部
』
に
あ
た
る
も
の
が
開
い
た
ま
ま
で
置
い
て
あ
る
の
が
目
に

付
い
た
。
そ
の
ベ
ー
ジ
の
中
の
、
一
つ
の
写
真
を
ち
ょ
っ
と
指
さ
し
て
、
『
こ

れ
淋
洞
庭
湖
だ
よ
』
と
言
っ
た
の
を
か
す
か
に
記
憶
し
て
い
る
。
『
民
青
』
の

中
で
（
略
）
あ
の
描
写
を
す
る
た
め
に
、
あ
の
人
は
そ
ん
な
印
捌
不
鮮
明
の
、

見
ば
え
も
し
な
い
写
真
を
な
が
め
な
渉
ら
、
イ
メ
ー
ジ
を
つ
く
り
つ
つ
あ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
」
（
注
3
）
と
い
う
。
大
野
正
博
に
よ
る
と
、
こ
の
本
は

『
世
界
地
理
風
俗
大
系
』
の
第
三
巻
『
支
那
翼
下
』
（
薪
光
社
、
一
九
三
〇
年

七
月
）
で
あ
る
と
い
う
。
太
宰
は
こ
れ
に
よ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
を
つ
く
る
よ
り

も
描
写
そ
の
も
の
を
借
り
た
と
大
野
は
考
え
て
い
る
（
注
4
）
。
つ
ま
り
太
宰

は
地
理
概
念
を
把
握
す
る
と
同
時
に
描
写
の
重
要
資
料
と
し
て
『
世
界
地
理
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風
俗
大
系
』
を
使
用
し
た
の
で
あ
る
。

、
「
聯
斎
志
異
」
の
「
青
青
」
と
異
な
る
点

　
ω

　
ひ
と
り
の
鋤
く
ら
ひ
の
伯
父
が
、
酔
鯨
の
興
に
そ
の
家
の
色
黒
く
痩
せ
こ

け
た
無
學
の
下
碑
を
こ
の
魚
容
に
押
し
つ
け
、
結
婚
せ
よ
、
よ
い
縁
だ
、
と

傍
若
無
人
に
勝
手
に
き
め
て
、
魚
容
は
大
い
に
迷
惑
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
の

伯
父
も
ま
た
育
て
の
親
の
ひ
と
り
で
あ
っ
て
、
謂
わ
ば
海
山
の
大
恩
人
に
違

ひ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
酔
漢
の
無
二
な
思
ひ
つ
き
に
封
し
て
怒
る
事

も
出
来
ず
、
涙
を
心
え
、
う
つ
ろ
な
気
持
で
自
分
よ
り
二
つ
年
上
の
そ
の
痩

せ
て
ひ
か
ら
び
た
醜
い
女
を
め
と
っ
た
の
で
あ
る
。
女
は
遍
く
ら
ひ
の
伯
父

の
妾
で
あ
っ
た
と
い
ふ
噂
も
あ
り
、
顔
も
醜
い
が
、
心
も
あ
ま
り
結
構
で
な

か
っ
た
。
魚
容
の
學
問
を
頭
か
ら
軽
蔑
し
て
、
魚
容
が
「
大
甘
の
道
は
至
善

に
止
る
に
在
り
」
な
ど
と
口
ず
さ
む
の
を
聞
い
て
、
ふ
ん
と
鼻
で
笑
ひ
、
「
そ

ん
な
至
善
な
ん
て
も
の
に
止
る
よ
り
は
、
お
金
に
止
っ
て
、
お
い
し
い
御
馳

走
に
止
る
工
夫
で
も
す
る
事
だ
」
と
に
く
に
く
し
げ
に
言
っ
て
、
「
あ
な
た
、

す
み
ま
せ
ん
溺
、
こ
れ
を
み
な
洗
濯
し
て
下
さ
い
な
。
少
し
は
家
事
の
手
助

け
も
す
る
も
の
で
す
」
と
魚
容
の
顔
を
め
が
け
て
女
の
よ
ご
れ
物
を
投
げ
つ

け
る
。
（
「
竹
青
」
）

　
妻
田
残
。
指
斥
育
。
毎
想
一
見
漢
産
。
生
年
情
告
女
。
女
乃
治
任
。
送
児

従
父
錦
。
約
以
三
月
。
既
離
。
和
愛
之
。
過
於
己
出
。
途
十
鯨
月
。
不
忍
令

返
。
（
「
柳
斎
志
異
」
、
『
支
那
文
学
大
観
』
第
十
二
巻
、
支
那
文
学
大
観
刊
行

会
、
一
九
二
六
年
三
月
、
六
五
頁
。
以
下
は
聯
斎
原
文
と
略
称
）

　
魚
容
の
妻
の
和
氏
は
、
子
供
が
な
い
の
で
何
時
も
漢
産
を
見
た
が
っ
て
み

た
。
魚
は
そ
れ
を
竹
青
に
告
げ
た
。
竹
青
は
そ
こ
で
旅
行
の
支
度
を
し
て
、

漢
産
を
魚
に
つ
け
て
賜
し
た
。
そ
れ
は
三
箇
月
と
云
ふ
約
束
で
あ
っ
た
。
聾

っ
て
来
る
と
、
和
は
自
分
の
生
ん
だ
子
以
上
に
可
愛
が
つ
て
、
十
箇
月
が
過

ぎ
て
も
返
さ
な
か
っ
た
。
（
田
中
貢
太
郎
訳
「
竹
青
」
、
『
支
那
文
学
大
観
』
第

十
二
巻
、
支
那
文
学
大
観
刊
行
会
、
一
九
二
六
年
三
月
、
一
六
三
頁
。
以
下

は
田
中
訳
と
略
称
）

　
「
聯
斎
志
異
」
の
「
竹
馬
」
に
お
け
る
妻
に
関
す
る
記
述
は
こ
れ
だ
け
で

あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
見
て
、
彼
女
に
は
二
つ
の
特
徴
が
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
　
一
つ
は
子
供
が
好
き
な
点
に
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
竹
青
の
子

供
の
漢
意
を
「
自
分
の
生
ん
だ
子
以
上
に
可
愛
が
つ
て
」
と
い
う
描
写
か
ら

窺
え
る
。
自
身
が
不
妊
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
彼
女
が
と
く
に
子
供
に
執
着

す
る
原
因
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
つ
は
寛
容
さ
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
全
容
が
妾
を
囲
っ
た
り
、
妾
の
竹
青
と
子
供
を
作
っ
た
り
し
て
も
、
彼

女
が
怒
っ
た
り
責
め
た
り
し
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
点
か
ら
、
そ
う
考
え
ら

れ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
太
宰
の
「
竹
青
」
に
お
い
て
は
、
妻
の
こ
と
は
ま
ず
外
見

に
つ
い
て
「
色
黒
く
痩
せ
こ
け
」
て
「
顔
も
醜
い
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
ま

た
そ
の
外
見
に
加
え
て
、
「
心
も
あ
ま
り
結
構
で
な
か
っ
た
」
と
書
か
れ
て
い

る
。
妻
の
悪
行
を
作
者
は
ま
た
二
つ
の
面
か
ら
描
写
し
て
い
る
。
一
つ
は
口

の
悪
さ
で
あ
る
。
魚
容
の
「
大
学
の
道
は
至
善
に
止
る
に
在
り
」
な
ど
と
口

ず
さ
む
の
を
聞
く
と
、
ふ
ん
と
鼻
で
笑
い
、
「
そ
ん
な
至
善
な
ん
て
も
の
に
止
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る
よ
り
は
、
お
金
に
止
っ
て
、
お
い
し
い
御
馳
走
に
止
る
工
夫
で
も
す
る
事

だ
」
と
に
く
に
く
し
げ
に
言
っ
て
魚
容
の
理
想
を
冷
や
か
す
。
も
う
一
つ
は

行
動
に
お
い
て
も
魚
容
を
侮
辱
す
る
点
で
あ
る
。
「
あ
な
た
、
す
み
ま
せ
ん
が
、

こ
れ
を
み
な
洗
濯
し
て
下
さ
い
な
。
少
し
は
家
事
の
手
助
け
も
す
る
も
の
で

す
」
と
心
墨
の
顔
を
め
が
け
て
女
の
よ
ご
れ
物
を
投
げ
つ
け
る
。
ま
た
冷
酷

に
「
さ
っ
そ
く
伯
父
の
家
庭
石
を
運
搬
す
る
」
よ
う
に
魚
容
に
命
じ
、
魚
容

に
「
川
原
か
ら
大
い
な
る
岩
石
を
い
く
つ
も
伯
父
の
庭
先
ま
で
押
し
た
り
曳

い
た
り
担
い
だ
り
」
さ
せ
た
。
由
旬
と
対
照
的
に
、
人
間
的
に
温
厚
さ
を
欠

き
、
愚
昧
で
あ
る
上
に
冷
酷
で
、
恥
を
知
ら
ず
、
外
見
的
に
も
内
面
的
に
も
、

好
ま
し
く
な
い
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

　
②

　
「
何
を
お
っ
し
ゃ
る
の
。
あ
な
た
は
、
ま
あ
、
ど
こ
へ
い
ら
し
て
る
た
の
？

あ
た
し
は
あ
な
た
の
留
守
に
大
病
し
て
、
ひ
ど
い
熱
を
出
し
て
、
誰
も
あ
た

し
を
看
病
し
て
く
れ
る
人
演
な
く
て
、
し
み
じ
み
あ
な
た
が
懸
ひ
し
く
な
っ

て
、
あ
た
し
が
今
ま
で
あ
な
た
を
馬
鹿
に
し
て
み
た
の
は
本
當
に
間
違
つ
た

事
だ
つ
た
と
後
悔
し
て
、
あ
な
た
の
お
賜
り
を
、
ど
ん
な
に
お
待
ち
し
て
み

た
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
熱
が
な
か
な
か
さ
が
ら
な
く
て
、
そ
の
う
ち
に
全
身

が
紫
色
に
腫
れ
て
来
て
、
こ
れ
も
あ
な
た
の
や
う
な
い
い
お
方
を
粗
末
に
し

た
罰
で
、
當
然
の
報
い
だ
と
あ
き
ら
め
て
、
も
う
死
ぬ
の
を
静
か
に
待
っ
て

る
た
ら
、
腫
れ
た
皮
膚
が
破
れ
て
青
い
水
が
ど
っ
さ
り
出
て
、
す
っ
と
か
ら

だ
が
軽
く
な
り
、
け
さ
鏡
を
覗
い
て
み
た
ら
、
あ
た
し
の
顔
は
、
す
っ
か
り

攣
っ
て
、
こ
ん
な
綺
麗
な
顔
に
な
っ
て
み
る
の
で
嬉
し
く
て
、
病
み
氣
も
何

も
忘
れ
て
し
ま
ひ
、
寝
床
か
ら
飛
び
出
て
、
さ
っ
そ
く
家
の
中
の
お
掃
除
な

ど
は
じ
め
て
み
た
ら
、
あ
な
た
の
お
揚
り
で
せ
う
？
　
あ
た
し
は
、
う
れ
し

い
わ
。
ゆ
る
し
て
ね
。
あ
た
し
は
顔
ば
か
り
で
な
く
、
か
ら
だ
全
禮
攣
っ
た

の
よ
。
そ
れ
か
ら
、
心
も
憂
つ
た
の
よ
。
あ
た
し
は
悪
か
っ
た
わ
。
で
も
、

過
去
の
あ
た
し
の
悪
事
は
、
あ
の
青
い
水
と
一
緒
に
み
ん
な
流
れ
出
て
し
ま

っ
た
の
で
す
か
ら
、
あ
な
た
も
昔
の
事
は
忘
れ
て
、
あ
た
し
を
ゆ
る
し
て
、

あ
な
た
の
お
傍
に
一
心
置
い
て
下
さ
い
な
。
」

　
一
年
後
に
、
玉
の
や
う
な
美
し
い
男
子
が
生
れ
た
。
魚
子
は
そ
の
子
に
「
漢

産
」
と
い
ふ
名
を
つ
け
た
。
そ
の
名
の
由
来
は
最
愛
の
女
房
に
も
明
さ
な
か

っ
た
。
（
太
宰
「
竹
青
」
）

　
君
家
自
有
婦
。
将
何
以
腱
妾
也
。
不
如
置
妾
於
此
。
為
君
別
院
可
耳
。
（
聯

斎
原
文
、
六
四
頁
）

　
あ
な
た
の
お
宅
に
は
奥
さ
ん
が
お
あ
り
で
せ
う
、
私
を
ど
う
な
さ
る
の
で

す
。
そ
れ
よ
り
か
私
を
此
所
に
置
い
て
、
別
宅
に
し
た
は
う
が
よ
く
は
あ
り

ま
せ
ん
か
、
（
田
中
訳
、
一
六
一
頁
）

由
此
往
来
不
絶
。
（
碑
斎
原
文
、
六
五
頁
）

魚
は
そ
れ
か
ら
た
へ
ず
往
来
し
た
。
（
田
中
訳
、

一
六
三
頁
）

　
本
妻
と
妾
の
間
を
自
由
に
往
来
す
る
魚
の
幸
せ
は
、
ま
さ
に
男
性
中
心
の

中
国
社
会
思
想
を
表
し
て
い
る
。
本
妻
重
氏
に
鶏
眼
の
生
ん
だ
子
女
が
よ
く

仕
え
て
孝
養
を
尽
く
し
た
美
談
が
付
け
加
え
ら
れ
、
二
人
の
妻
を
持
ち
な
が

ら
、
ト
ラ
ブ
ル
も
起
こ
ら
ず
、
魚
の
幸
福
な
生
活
を
当
然
の
よ
う
に
描
い
て

い
る
。
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古
い
中
国
の
妾
は
日
本
の
妾
と
異
な
っ
て
、
純
粋
に
子
供
を
生
・
む
た
め
の

も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
妾
を
持
つ
こ
と
は
罪
悪
で
は
な
い
。
む

し
ろ
妻
・
妾
の
感
情
の
対
立
を
避
け
る
こ
と
の
方
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
和

氏
は
妾
竹
青
に
三
人
の
子
を
産
ま
せ
、
そ
し
て
死
ん
だ
。
彼
女
は
不
幸
だ
っ

た
わ
け
で
は
な
く
、
三
人
の
子
は
一
族
繁
栄
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
け

れ
ど
も
臼
本
に
お
い
て
は
妾
を
作
る
と
い
う
行
為
は
道
徳
的
な
反
発
を
感
じ

さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
太
宰
は
悪
妻
の
竹
青
へ
の
変
身
を
通
し
て

二
人
を
同
一
化
さ
せ
た
り
、
「
珊
斎
忌
異
」
で
妾
と
し
て
の
竹
青
の
生
ん
だ
聖

裁
を
変
身
後
の
妻
が
生
ん
だ
子
供
に
変
え
た
り
し
て
、
こ
の
問
題
を
巧
み
に

避
け
た
と
思
わ
れ
る
。

　
㈲

　
一
年
後
に
、
玉
の
や
う
な
美
し
い
男
子
が
生
れ
た
。
魚
容
は
そ
の
子
に
「
三

篶
」
と
い
ふ
名
を
つ
け
た
。
そ
の
名
の
由
来
は
最
愛
の
女
房
に
も
朗
さ
な
か

っ
た
。
神
罰
の
思
ひ
出
と
共
に
、
そ
れ
は
魚
容
の
胸
中
の
尊
い
秘
密
と
し
て

一
生
、
誰
に
も
語
ら
ず
、
ま
た
、
れ
い
の
御
自
慢
の
「
君
子
の
道
」
も
以
後

は
い
っ
さ
い
口
に
せ
ず
、
た
だ
黙
々
と
相
攣
ら
ず
の
貧
し
い
そ
の
日
暮
し
を

績
け
、
親
戚
の
者
た
ち
に
は
や
は
り
一
向
に
敬
せ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
格
別

そ
れ
を
気
に
す
る
ふ
う
も
無
く
、
極
め
て
平
凡
な
一
田
夫
と
し
て
俗
塵
に
埋

も
れ
た
。
（
「
竹
青
」
）

　
後
和
氏
卒
。
漢
生
及
妹
皆
来
掛
踊
。
葬
畢
。
血
煙
遂
留
。
生
携
漢
生
玉
侃

去
。
自
此
不
返
。
（
柳
斎
原
文
、
六
六
頁
）

　
後
、
初
が
死
ん
だ
。
叢
生
及
び
妹
の
玉
侃
も
皆
喪
の
禮
を
行
っ
た
。
葬
儀

淋
畢
っ
て
漢
産
は
留
り
、
魚
は
漢
生
と
婆
心
を
湿
れ
て
出
て
往
つ
た
が
、

れ
か
ら
返
ら
な
か
っ
た
。
（
田
中
訳
、
一
六
四
頁
）

そ

　
二
つ
の
「
竹
青
」
の
著
し
く
異
な
る
と
こ
ろ
は
作
品
の
結
末
の
部
分
で
あ

る
。
「
釜
池
志
異
」
の
「
竹
葦
」
の
作
者
、
蒲
松
齢
は
中
国
の
清
の
隆
盛
時
代

に
生
き
て
い
た
が
、
地
方
統
治
の
暗
黒
と
科
挙
制
の
腐
敗
の
た
め
、
何
度
も

郷
試
を
受
け
た
が
、
合
格
で
き
ず
、
官
に
も
出
仕
で
き
な
か
っ
た
。
当
時
の

中
国
の
知
識
人
は
官
職
つ
い
て
国
の
た
め
に
才
能
を
尽
く
す
こ
と
を
最
高
の

理
想
と
し
て
信
じ
て
い
た
の
で
、
蒲
松
齢
は
官
職
に
つ
け
な
い
こ
と
を
悔
し

い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
度
々
落
第
の
現
実
を
経
験
し
、
蒲
松
齢
は
次
第

に
科
挙
制
度
の
暗
黒
さ
と
不
公
平
の
横
行
に
気
が
つ
い
た
。
「
竹
青
」
の
な
か

の
魚
容
が
挙
人
に
な
っ
た
こ
と
は
蒲
松
齢
の
願
望
を
反
映
し
て
い
る
。
そ
の

一
方
で
道
教
的
な
仙
界
飛
翔
の
夢
を
「
竹
青
」
に
仮
託
し
、
魚
容
が
仙
境
に

い
く
こ
と
は
作
者
の
現
実
社
会
に
対
す
る
心
情
を
表
し
て
い
る
。
主
人
公
が

半
分
人
間
世
界
、
半
分
仙
境
で
の
生
活
か
ら
完
全
に
民
謡
世
界
を
放
棄
す
る

過
程
は
蒲
松
齢
の
当
時
の
社
会
政
治
に
対
す
る
希
望
が
次
第
に
消
え
て
い
き
、

つ
い
に
完
全
に
脱
俗
的
な
態
度
を
取
っ
て
、
理
想
の
世
界
に
憧
冠
す
る
人
間

に
な
る
過
程
を
示
し
て
い
る
。

　
一
方
、
太
宰
に
と
っ
て
は
、
こ
う
し
た
蒲
松
齢
の
現
実
へ
の
絶
望
や
仙
界

へ
の
執
念
よ
り
も
、
道
教
へ
の
反
感
が
先
行
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ

は
「
竹
青
」
直
後
に
執
筆
し
た
「
惜
別
」
の
中
で
、
若
き
日
の
魯
迅
を
し
て
、

「
日
本
で
は
支
那
を
儒
教
の
国
の
や
う
に
思
っ
て
い
ま
す
が
、
支
那
は
道
教

の
国
で
す
。
不
老
長
寿
の
迷
信
で
す
。
日
本
で
は
、
そ
ん
な
不
老
不
死
の
は

う
に
は
、
て
ん
で
見
向
き
も
し
ま
せ
ん
。
い
い
笑
ひ
草
に
し
て
い
ま
す
。
仙
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人
と
い
ふ
言
葉
を
、
白
痴
か
気
違
い
の
代
名
詞
く
ら
い
に
考
え
て
い
ま
す
。
」

と
い
っ
て
恥
ぢ
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
太
宰
が
内
閣
情
報
局
に
提
出
し
た
文

書
に
も
、
中
国
の
病
弊
の
原
因
と
し
て
、
「
明
ら
か
に
精
神
の
病
ひ
の
せ
い
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
理
想
喪
失
と
い
ふ
怠
惰
に
し
て
据
傲
の
恐
る
べ
き
精
神

の
疾
病
の
禰
漫
に
拠
る
の
で
あ
る
と
い
ふ
結
論
を
得
る
に
到
り
ま
し
た
」
（
注

5
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
感
想
は
そ
の
ま
ま
太
宰
の
道
教
観
を
示
す
も
の

と
い
っ
て
よ
い
。
道
教
的
な
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
蒲
松
齢
の
絶
望
の
み
な
ぎ
る
「
竹

青
」
に
つ
い
て
、
仙
界
や
道
教
を
否
定
す
る
太
宰
は
そ
の
本
質
を
完
全
に
変

革
し
た
の
で
あ
る
。

二
、
「
柳
斎
無
異
」
の
「
竹
青
」
に
欠
け
、
太
宰
が
新
た
に
加
え
た
点

　
ω

　
こ
の
魚
容
君
な
ど
、
氏
育
ち
共
に
賎
し
く
な
く
、
眉
目
清
秀
、
容
姿
ま
た

閑
雅
の
趣
き
が
あ
っ
て
、
書
を
好
む
こ
と
色
を
好
む
が
如
し
と
は
言
へ
な
い

ま
で
も
、
と
に
か
く
幼
少
の
頃
よ
り
神
妙
に
學
に
志
し
て
、
こ
れ
ぞ
と
い
ふ

道
に
は
つ
れ
た
振
舞
ひ
も
無
か
っ
た
人
で
あ
る
。
（
「
竹
青
」
）

　
魚
容
と
父
母
そ
し
て
祖
先
の
由
緒
正
し
さ
の
称
賛
か
ら
書
き
起
こ
し
、
魚

容
が
出
自
を
裏
切
ら
ず
に
幼
少
期
か
ら
学
問
の
志
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
伝

え
て
い
る
。
そ
の
学
問
へ
の
自
負
心
こ
そ
は
早
く
に
父
母
を
失
い
現
在
に
至

る
ま
で
の
不
幸
な
境
遇
下
で
の
、
心
の
支
え
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
は
魚

容
が
三
舟
で
あ
る
こ
と
の
、
唯
一
の
自
己
存
在
の
証
明
で
も
あ
っ
た
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
た
と
え
叔
父
や
嫁
と
の
生
活
で
抑
圧
さ
れ
て
も
そ
の
志
演
あ
る

限
り
自
分
を
見
失
う
こ
と
は
な
い
と
、
彼
は
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
②

　
ひ
と
り
の
酒
く
ら
ひ
の
伯
父
が
、
酔
鯨
の
興
に
そ
の
家
の
色
黒
く
痩
せ
こ

け
た
無
學
の
下
津
を
こ
の
愚
説
に
押
し
つ
け
、
結
婚
せ
よ
、
よ
い
縁
だ
、
と

傍
若
無
人
に
勝
手
に
き
め
て
、
魚
容
は
大
い
に
迷
惑
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
の

伯
父
も
ま
た
育
て
の
親
の
ひ
と
り
で
あ
っ
て
、
謂
は
ば
海
山
の
大
恩
人
に
違

ひ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
酔
漢
の
無
急
な
思
ひ
つ
き
に
註
し
て
怒
る
事

も
出
来
ず
、
涙
を
泳
へ
、
う
つ
ろ
な
氣
持
で
自
分
よ
り
二
つ
年
上
の
そ
の
痩

せ
て
ひ
か
ら
び
た
醜
い
女
を
め
と
っ
た
の
で
あ
る
。
女
は
酒
く
ら
ひ
の
伯
父

の
妾
で
あ
っ
た
と
い
ふ
噂
も
あ
り
、
顔
も
醜
い
が
、
心
も
あ
ま
り
結
構
で
な

か
っ
た
。
魚
容
の
學
問
を
頭
か
ら
軽
蔑
し
て
、
魚
容
が
「
大
学
の
道
は
至
善

に
止
る
に
在
り
」
な
ど
と
口
ず
さ
む
の
を
闘
い
て
、
ふ
ん
と
鼻
で
笑
ひ
、
「
そ

ん
な
至
善
な
ん
て
も
の
に
止
る
よ
り
は
、
お
金
に
止
っ
て
、
お
い
し
い
御
馳

走
に
止
る
工
夫
で
も
す
る
事
だ
」
と
に
く
に
く
し
げ
に
言
っ
て
、
「
あ
な
た
、

す
み
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
を
み
な
洗
濯
し
て
下
さ
い
な
。
少
し
は
家
事
の
手
助

け
も
す
る
も
の
で
す
」
と
魚
容
の
顔
を
め
が
け
て
女
の
よ
ご
れ
物
を
投
げ
つ

け
る
。
（
「
竹
青
」
）

　
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
女
房
と
伯
父
の
生
活
状
況
を
示
す
も
の
だ
。

お
よ
そ
学
問
と
は
遠
く
か
け
離
れ
た
と
こ
ろ
に
、
彼
ら
の
生
活
が
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
魚
介
を
引
き
取
っ
た
伯
父
が
期
待
し
て
い
た
こ
と
は
、
魚

容
が
あ
く
ま
で
家
を
継
ぐ
跡
取
り
に
な
っ
て
く
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
一
緒
に

な
っ
た
女
房
に
と
っ
て
は
、
家
の
面
目
を
守
り
家
庭
を
大
事
に
し
、
子
孫
を
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産
み
育
て
る
こ
と
が
生
き
る
す
べ
て
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
彼
ら
の
生

活
に
そ
ぐ
わ
な
い
魚
容
の
学
問
は
、
何
の
役
に
も
立
た
な
い
無
用
の
も
の
で

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め
学
問
へ
の
情
熱
は
魚
容
を
支
え
た
の
で
あ

る
が
、
不
遇
を
招
来
さ
せ
る
原
因
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
㈲

　
早
く
父
母
に
死
別
し
、
親
戚
の
家
を
轄
々
し
て
育
っ
て
、
自
分
の
財
産
と

い
ふ
も
の
も
、
そ
の
間
に
綺
麗
さ
つ
ば
り
無
く
な
っ
て
み
て
、
い
ま
は
親
戚

一
同
か
ら
厄
介
者
の
扱
ひ
を
受
け
、
ひ
と
り
の
甘
く
ら
ひ
の
伯
父
が
、
酔
余

の
興
に
そ
の
家
の
色
黒
く
痩
せ
こ
け
た
無
學
の
下
墨
を
こ
の
魚
容
に
押
し
つ

け
、
結
婚
せ
よ
、
よ
い
縁
だ
、
と
傍
若
無
人
に
勝
手
に
き
め
て
、
魚
容
は
大

い
に
迷
惑
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
の
伯
父
も
ま
た
育
て
の
親
の
ひ
と
り
で
あ
っ

て
、
謂
は
ば
海
由
の
大
恩
人
に
違
ひ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
酔
漢
の
無

配
な
思
ひ
つ
き
に
封
し
て
怒
る
事
も
出
来
ず
、
涙
を
像
へ
、
う
つ
ろ
な
氣
持

で
自
分
よ
り
二
つ
年
上
の
そ
の
痩
せ
て
ひ
か
ら
び
た
醜
い
女
を
め
と
っ
た
の

で
あ
る
。
女
は
酒
く
ら
ひ
の
伯
父
の
妾
で
あ
っ
た
と
い
ふ
噂
も
あ
り
、
顔
も

醜
い
が
、
心
も
あ
ま
り
結
構
で
な
か
っ
た
。
（
「
竹
青
」
）

　
面
容
を
取
り
巻
い
て
い
る
環
境
の
説
明
と
し
て
二
人
の
人
物
を
登
場
さ
せ

て
い
る
。
一
人
は
「
酒
ぐ
ら
ひ
の
伯
父
」
で
、
自
分
の
妾
を
魚
容
に
押
し
付

け
る
下
品
な
人
間
で
あ
る
。
も
う
一
人
は
妻
で
あ
り
、
伯
父
の
妾
で
も
あ
っ

た
、
「
顔
も
醜
い
が
、
心
も
あ
ま
り
結
構
で
な
か
っ
た
」
人
で
あ
る
。
太
宰
は

主
人
公
の
経
済
状
況
お
よ
び
周
囲
の
環
境
を
厳
し
く
設
定
し
て
お
り
、
結
果

と
し
て
、
魚
容
と
周
り
と
の
衝
突
は
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い

る
。
後
に
郷
試
に
出
る
の
は
立
身
出
世
の
た
め
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
故
郷

で
の
苦
し
い
生
活
か
ら
逃
げ
出
し
た
い
た
め
と
言
っ
た
ほ
う
が
妥
当
で
あ
ろ

う
。
試
験
に
落
第
し
て
自
殺
し
よ
う
と
す
る
ほ
ど
の
絶
望
は
、
厄
介
者
扱
い

さ
れ
、
と
妻
か
ら
の
虐
め
を
受
け
て
い
た
故
郷
に
帰
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と

が
原
因
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

三
、
太
宰
治
の
「
竹
芝
」
と
「
聯
斎
無
異
」
以
外
の
中
国
古
典
と
の
関
連

　
太
宰
治
の
「
昏
夢
」
は
「
血
忌
志
異
」
の
「
竹
青
」
以
外
に
、
論
語
・
中

庸
・
唐
詩
・
楚
辞
等
を
訓
読
の
ま
ま
引
用
し
た
り
、
幾
ら
か
変
え
て
用
い
て

い
る
。
次
に
そ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

ω
『
よ
し
、

あの
は如
はき
は夫

N　　 N

行
か
う
。
漢
陽
に
行
か
う
。
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
。
遡
翻
期

　
を
口
て
、
。
』
て
れ
隠
し
に
、
甚
だ
唐
突
な
詩
句
を
逸
し
て
、

と
自
ら
を
嘲
っ
た
。
（
「
竹
青
」
）

　
「
子
在
川
上
日
、
逝
者
如
斯
夫
。
不
舎
昼
夜
」
（
「
論
語
」
子
牢
第
九
）

　
孔
子
が
、
あ
る
時
、
川
の
ほ
と
り
に
居
て
、
流
れ
て
や
ま
な
い
川
の
水
を

な
淋
め
て
永
嘆
し
て
い
う
に
は
、
過
ぎ
去
っ
て
帰
ら
ぬ
も
の
は
、
す
べ
て
こ

の
凋
の
水
の
よ
う
で
あ
ろ
う
か
。
昼
と
な
く
夜
と
な
く
、
一
事
も
止
む
こ
と

な
く
、
過
ぎ
去
っ
て
い
く
。
人
間
万
事
、
こ
の
川
の
水
の
よ
う
に
、
過
ぎ
去

り
、
う
つ
ろ
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
。
（
「
論
語
」
、
『
新
釈
漢
文
大
系
』
第
一
巻
、

明
治
書
院
、
一
九
六
〇
年
五
月
、
二
〇
四
頁
）
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周
知
の
よ
う
に
、
孔
子
は
立
頭
の
思
想
を
宣
伝
す
る
た
め
に
、
一
生
を
か

け
て
諸
国
を
回
っ
た
が
、
そ
の
思
想
は
結
局
、
諸
国
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か

っ
た
。
そ
の
上
自
身
も
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
老
い
て
来
た
。
こ
の
詩
句

は
川
の
水
の
不
断
の
流
れ
の
よ
う
に
、
む
な
し
く
老
い
て
い
く
わ
が
身
を
、

孔
子
が
詠
嘆
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
二
者
」
は
速
や
か
に
過
ぎ
去

っ
た
歳
月
を
指
す
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
「
不
適
昼
夜
」
は
昼
夜
を
簡
わ
ず

に
流
れ
て
い
く
と
い
う
時
間
の
特
性
を
表
現
す
る
言
葉
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど

も
太
宰
の
「
竹
青
」
に
お
い
て
は
漢
陽
に
行
こ
う
と
す
れ
ば
夜
で
あ
っ
て
も

い
ま
す
ぐ
出
発
し
よ
う
と
い
う
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
太
宰
は
こ
の
文

句
に
基
づ
き
、
こ
れ
を
本
当
の
意
味
と
切
り
は
な
し
茶
化
し
て
い
る
。

　
②

　
『
翼
た
り
、
か
。
』
魚
食
は
苦
笑
し
て
、
つ
ま
ら
ぬ
洒
落
を
言

ひ
、
『
し
か
し
隠
に
素
　
て
　
を
行
　
、
と
い
ふ
言
葉
も
古
書
に
あ
る
。
よ
ろ

し
く
窓
を
開
く
べ
し
だ
。
島
島
の
春
の
景
色
を
満
喫
し
よ
う
。
』
（
「
竹
群
」
）

　
「
詩
日
、
衣
錦
尚
綱
。
悪
風
文
之
著
也
、
故
君
子
之
道
、
平
然
而
日
章
。

小
人
之
道
、
的
遺
言
日
高
」
（
「
中
庸
」
）

　
『
詩
』
に
は
、
『
錦
の
衣
の
上
に
は
、
薄
い
衣
を
羽
織
っ
て
い
る
。
（
そ
の

美
し
さ
よ
）
』
と
あ
る
。
（
薄
い
衣
を
羽
織
る
の
は
、
）
錦
の
あ
や
が
外
に
け
ば

け
ば
し
く
現
れ
る
の
を
き
ら
う
か
ら
で
あ
っ
て
、
（
錦
を
内
に
ひ
め
て
こ
そ
美

し
さ
を
は
え
る
）
。
こ
の
道
理
で
、
君
子
の
守
り
行
う
道
は
、
（
ち
ょ
っ
と
見

た
だ
け
で
は
）
ま
っ
く
ら
で
（
な
に
も
わ
か
ら
な
い
が
）
、
日
が
た
つ
に
つ
れ

て
（
そ
の
善
さ
が
）
あ
ざ
や
か
に
な
る
。
（
こ
れ
に
反
し
て
）
小
人
の
行
う
道

は
、
（
ち
ょ
っ
と
見
た
だ
け
で
は
）
あ
か
あ
か
と
輝
く
（
ば
か
り
善
い
よ
う
だ

が
）
、
旧
が
た
つ
に
つ
れ
て
消
え
う
せ
て
し
ま
う
。
（
「
大
学
・
中
庸
」
、
『
新
釈

漢
文
大
系
』
第
二
巻
、
明
治
書
院
、
一
九
六
七
年
四
月
、
三
一
五
頁
）

　
「
子
日
、
素
御
行
怪
、
後
世
有
述
焉
、
吾
弗
為
之
　
。
」
（
「
中
庸
」
）

　
孔
子
が
言
う
、
な
み
な
み
の
人
に
は
知
れ
な
い
道
理
を
探
り
出
し
た
り
、

人
に
は
行
い
が
た
い
甚
だ
風
変
わ
り
な
こ
と
を
し
た
り
す
る
の
は
、
後
の
世

に
な
っ
て
も
、
そ
れ
を
ほ
め
そ
や
し
て
、
引
き
継
ぐ
か
も
し
れ
な
い
が
、
私

は
そ
ん
な
こ
と
を
し
な
い
。
（
「
大
学
・
中
庸
」
、
『
新
釈
漢
文
大
系
』
第
二
巻
、

明
治
書
院
、
　
一
九
六
七
年
四
月
、
二
二
〇
頁
）

　
す
ぐ
前
の
「
そ
の
部
屋
は
暗
く
、
卓
上
の
銀
燭
は
青
煙
を
吐
き
、
垂
幕
の
金

属
銀
懸
は
鈍
く
光
っ
て
、
寝
台
に
は
赤
い
小
さ
な
机
が
置
か
れ
、
そ
の
う
え

に
美
酒
佳
肴
が
な
ら
べ
ら
れ
て
」
（
「
竹
青
」
）
と
い
う
描
写
か
ら
み
る
と
、
そ

の
部
屋
は
新
婚
夫
婦
の
部
屋
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
軍
容
が
新
婦

の
竹
青
に
誘
わ
れ
る
と
き
の
気
ま
ず
さ
を
緩
和
す
る
た
め
に
、
部
屋
の
暗
さ

に
つ
い
て
「
君
子
之
道
闇
然
」
と
駄
洒
落
を
飛
ば
し
た
。
す
ぐ
そ
の
唐
突
さ

に
気
づ
い
て
「
素
隠
行
怪
」
と
い
う
言
葉
を
言
い
、
自
分
の
言
葉
の
合
理
性

を
説
明
し
た
。

　
太
宰
は
「
中
庸
」
の
「
君
子
之
道
、
挙
挙
而
日
章
」
を
「
君
子
上
道
乙
案
」

に
、
「
素
寒
行
怪
、
吾
弗
為
之
突
」
を
「
隠
に
素
ひ
て
怪
を
行
ふ
」
（
直
隠
行

事
）
に
省
略
し
、
ま
た
元
来
の
意
味
を
完
全
に
無
視
し
、
実
際
よ
り
は
浅
薄

な
意
味
に
用
い
て
駄
洒
落
と
し
た
上
で
、
気
取
っ
た
滑
稽
さ
を
出
し
て
い
る
。
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作
者
の
道
化
や
饒
舌
の
傾
向
が
現
わ
れ
て
い
る
。

　
㈲

　
近
づ
く
に
つ
れ
て
、

洲
、か

昔
を
語
り
合
ひ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
巨
川
　
々
た
り
、
　
の
　
、
　
　
献
々
た
り
　
　
の

　
　
読
点
に
は
黄
鶴
楼
の
饗
え
る
あ
り
、
長
江
を
へ
だ
で
て
菊
川
閣
と
盛
事

　
　
　
　
　
　
　
　
帆
影
唖
々
と
い
そ
が
し
げ
に
江
上
を
往
来
し
、
更
に
す

す
め
ば
大
別
出
の
高
峰
眼
下
に
あ
り
、
麓
に
は
水
漫
々
の
月
湖
ひ
ろ
が
り
、

更
に
北
方
に
は
漢
水
雷
艇
と
天
際
に
流
れ
、
東
洋
の
ヴ
ェ
ニ
ス
一
眸
の
中
に

収
り
、
「
　
力
　
関
作
　
の
　
ぞ
旧
な
る
、
　
波
、
郭
　
　
を
し
て
旭
え
し
む
」

と
魚
容
は
、
う
っ
と
り
眩
い
た
時
、
竹
青
は
振
り
か
へ
っ
て
（
「
竹
青
」
）

　
昔
人
巳
乗
黄
鶴
去
、
此
報
身
絵
黄
鶴
楼
。
黄
鶴
一
振
不
復
返
、
白
雲
千
里

空
悠
悠
。
晴
曇
歴
歴
漢
陽
樹
、
芳
艸
萎
萎
血
汐
洲
。
日
暮
郷
関
何
処
是
、
煙

波
江
上
使
入
愁
（
崔
顯
「
黄
鶴
楼
」
）

　
昔
こ
の
地
に
現
れ
た
と
い
う
仙
人
は
、
す
で
に
黄
鶴
に
乗
っ
て
天
上
に
去

り
、
こ
の
地
に
は
た
だ
黄
鶴
楼
が
残
っ
て
い
る
ば
か
り
。
黄
鶴
は
ひ
と
た
び

去
っ
て
ま
た
返
ら
ず
、
白
雲
ば
か
り
が
千
年
後
の
今
旧
ま
で
、
変
わ
る
こ
と

な
く
流
れ
て
い
る
。
晴
れ
渡
っ
た
長
江
の
向
こ
う
に
は
、
漢
陽
の
樹
々
が
あ

り
あ
り
と
見
え
、
鵬
鵡
洲
に
は
芳
草
が
い
ち
め
ん
に
美
し
く
生
い
茂
っ
て
い

る
。
は
や
日
も
暮
れ
か
か
っ
て
き
た
。
わ
が
故
郷
は
い
ず
か
た
で
あ
ろ
う
か
。

夕
も
や
の
か
か
っ
た
水
面
の
、
蒼
荘
た
る
眺
め
は
、
ま
こ
と
に
私
の
胸
に
、

望
郷
の
た
え
が
た
い
思
い
を
起
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
（
「
唐
詩
選
」
、
『
新
釈
漢

文
大
系
』
第
十
九
巻
、
明
治
書
院
、
一
九
六
四
年
三
月
、
五
〇
四
頁
）

　
こ
れ
は
中
国
の
名
所
で
あ
る
黄
鶴
楼
周
辺
の
景
色
を
描
く
詩
で
あ
っ
た
が
、

太
宰
は
そ
の
詩
句
を
回
読
引
用
し
、
漢
陽
あ
た
り
の
景
色
を
詩
的
に
描
写
し

た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
世
界
地
理
風
俗
大
系
』
に
載
っ
て
い
る
唐
詩
を
借

り
、
イ
メ
ー
ジ
を
作
っ
て
、
「
晴
川
歴
々
た
り
漢
陽
の
樹
、
芳
草
萎
々
た
り
鵬

鵡
の
洲
」
と
い
う
よ
う
な
詩
的
で
め
で
た
く
平
和
な
景
色
を
作
り
上
げ
て
い

る
。
こ
う
い
う
主
主
公
を
取
り
囲
む
環
境
を
描
写
す
る
所
は
「
聖
慮
夏
島
」

の
「
竹
青
」
よ
り
す
ば
ら
し
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
「
日
暮
郷
関
何
処
是
」

を
「
わ
が
郷
関
何
れ
の
処
ぞ
是
な
る
」
と
変
え
て
、
韻
致
の
望
郷
の
気
持
ち
を

詩
的
に
ま
た
滑
稽
に
表
し
得
て
い
る
。

　
紛

　
生
き
て
甲
斐
な
い
身
の
上
だ
、
む
か
し
春
秋
戦
国
の
世
に
か
の
屈
原
も
衆

　
皆
　
　
、
我
独
り
　
め
た
り
、
と
購
ん
で
こ
の
湖
に
身
を
投
げ
て
死
ん
だ

と
か
い
ふ
話
を
聞
い
て
み
る
、
乃
公
も
こ
の
思
い
出
な
つ
か
し
い
洞
庭
に
身

を
投
げ
て
死
ね
ば
、
或
ひ
は
真
青
が
ど
こ
か
で
見
て
み
て
涙
を
流
し
て
く
れ

る
か
も
知
れ
な
い
、
乃
公
を
本
當
に
愛
し
て
く
れ
た
の
は
、
あ
の
竹
青
だ
け

だ
、
あ
と
は
皆
、
お
そ
ろ
し
い
我
慾
の
鬼
ば
か
り
だ
っ
た
、
人
間
萬
事
塞
翁

の
馬
だ
と
三
年
前
に
あ
の
お
爺
さ
ん
が
言
っ
て
は
げ
ま
し
て
く
れ
た
け
れ
ど

も
、
あ
れ
は
嘘
だ
、
不
仕
合
せ
に
生
れ
つ
い
た
者
は
、
い
つ
ま
で
経
っ
て
も

不
仕
合
せ
の
ど
ん
底
で
あ
が
い
て
み
る
ば
か
り
だ
、
こ
れ
す
な
わ
ち
天
命
を

知
る
と
い
ふ
事
か
、
あ
は
は
、
死
な
う
（
「
竹
青
」
）

　
「
屈
原
日
、
挙
世
皆
濁
、

（
屈
原
「
漁
父
」
）

我
独
清
。
衆
人
窓
明
、
我
独
醒
。
是
以
見
放
」
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屈
原
が
『
世
間
中
の
人
々
は
み
な
濁
っ
て
汚
れ
て
い
る
の
に
、
私
だ
け
が

並
ん
で
正
し
い
。
衆
人
は
み
な
酔
っ
て
道
理
が
分
か
ら
な
い
の
に
、
私
だ
け

が
醒
め
て
道
を
守
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
私
は
追
放
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
』
と
言
う
。
（
「
繋
辞
」
、
『
薪
釈
漢
文
大
系
』
第
三
十
四
巻
、
明
治
書
院
、

一
九
七
〇
年
九
月
、
二
七
九
頁
）

　
屈
原
の
わ
が
身
が
追
放
さ
れ
た
原
因
を
喝
破
し
た
言
葉
で
あ
る
。
中
国
で

は
今
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
有
名
な
言
葉
で
、
自
身
と
社
会
と
の
対
立
を

強
調
す
る
言
葉
で
あ
る
。
太
宰
は
こ
の
文
句
を
引
用
し
、
再
び
落
第
し
て
故

郷
に
帰
る
に
は
面
目
な
い
し
、
何
の
希
望
も
な
い
と
い
う
魚
容
の
入
生
に
対

す
る
絶
望
と
感
慨
を
表
現
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
屈
原
の
絶
望
は
世
俗
と
の

対
立
に
起
因
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
魚
容
の
絶
望
は
落
第
が
原
因
に
な
っ

て
い
る
か
ら
、
こ
の
言
葉
の
引
用
は
無
理
や
り
な
感
じ
を
人
に
与
え
ざ
る
を

得
な
い
。
付
け
加
え
て
言
え
ば
、
屈
原
は
洞
庭
湖
で
は
な
く
泊
細
江
に
身
を

投
じ
た
の
で
あ
る
淋
、
太
宰
が
な
ぜ
、
「
む
か
し
春
秋
戦
国
の
世
に
か
の
屈
原

も
衆
人
皆
酔
ひ
、
我
独
り
醒
め
た
り
、
と
叫
ん
で
こ
の
湖
に
身
を
投
げ
て
死

ん
だ
と
か
い
ふ
話
を
聞
い
て
み
る
」
と
い
う
よ
う
に
書
い
た
の
か
は
、
不
明

で
あ
る
。

終
わ
り
に

　
「
柳
斎
志
異
」
の
「
竹
青
」
と
比
べ
る
と
、
太
宰
の
「
重
々
」
の
す
ば
ら

し
い
点
は
主
入
公
を
取
り
囲
む
環
境
を
描
写
す
る
に
際
し
て
、
『
世
界
地
理
風

俗
大
系
』
に
載
っ
て
い
る
唐
詩
を
借
り
、
イ
メ
ー
ジ
を
作
っ
て
、
「
近
づ
く
に

つ
れ
て
、
厨
川
歴
々
た
り
漢
陽
の
樹
、
芳
草
萎
々
た
り
鶴
鵡
の
洲
、
対
岸
に

は
黄
鶴
楼
の
聾
え
る
あ
り
、
長
江
を
へ
だ
て
て
晴
川
閣
と
何
事
か
昔
を
語
り

合
い
、
帆
影
点
々
と
い
そ
が
し
げ
に
江
上
を
往
来
し
、
更
に
す
す
め
ば
大
別

山
の
高
峰
眼
下
に
あ
り
、
麓
に
は
水
漫
々
の
月
湖
ひ
ろ
が
り
、
更
に
北
方
に

は
漢
水
椀
艇
と
天
際
に
流
れ
」
と
い
う
よ
う
な
詩
的
で
め
で
た
く
平
和
な
景

色
を
作
り
上
げ
て
い
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
「
論
語
」
、
「
中
庸
」
、
「
楚
辞
」
な
ど
を
巧
み
に
引
用
し
た
り
、
改
変

し
て
用
い
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
に
は
「
『
よ
し
、
行
こ
う
。
漢
陽
に

行
こ
う
。
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
。
逝
者
は
斯
の
如
き
夫
、
昼
夜
を
舎
て
ず
。
』

て
れ
隠
し
に
、
甚
だ
唐
突
な
詩
句
を
嚇
し
て
、
あ
は
は
は
、
と
自
ら
を
嘲
っ

た
」
と
い
う
よ
う
に
自
分
の
才
能
と
学
問
を
ひ
け
ら
か
し
、
時
に
は
「
『
君
子

之
道
粛
然
た
り
、
か
。
』
魚
容
は
苦
笑
し
て
、
つ
ま
ら
ぬ
洒
落
を
言
ひ
」
と
い

う
よ
う
に
駄
洒
落
を
飛
ば
し
、
時
に
は
「
一
奮
発
し
て
、
大
い
な
る
声
名
を

得
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
よ
う
に
意
気
込
み
、
時
に
は
「
あ
あ
あ
、
こ

の
世
と
は
、
た
だ
人
を
無
意
味
に
苦
し
め
る
だ
け
の
と
こ
ろ
だ
」
と
い
う
よ

う
に
世
を
恨
む
と
い
う
、
気
ま
ぐ
れ
で
、
や
や
ひ
ね
く
れ
た
道
化
者
を
作
り

上
げ
て
い
る
。
太
宰
の
作
品
に
頻
出
す
る
こ
う
し
た
道
化
的
人
物
の
描
写
の

典
型
例
と
し
て
は
「
人
問
失
格
」
の
中
の
「
自
分
は
、
下
男
や
下
女
た
ち
を

洋
室
に
集
め
て
、
下
男
の
ひ
と
り
に
滅
茶
苦
茶
に
ピ
ア
ノ
の
キ
イ
を
た
た
か

せ
、
（
田
舎
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
家
に
は
、
た
い
て
い
の
も
の
が
、
そ

ろ
っ
て
ゐ
ま
し
た
）
自
分
は
そ
の
出
鱈
潤
の
曲
に
合
せ
て
、
イ
ン
デ
ヤ
ン
の

踊
り
を
踊
っ
て
見
せ
て
、
皆
を
大
笑
ひ
さ
せ
ま
し
た
。
次
兄
は
、
フ
ラ
ッ
シ

ュ
を
焚
い
て
、
自
分
の
イ
ン
デ
ヤ
ン
踊
り
を
撮
影
し
て
、
そ
の
写
真
が
出
来

た
の
を
見
る
と
、
自
分
の
腰
布
（
そ
れ
は
更
紗
の
風
呂
敷
で
し
た
）
の
合
せ
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目
か
ら
、
小
さ
い
お
チ
ン
ポ
漆
見
え
て
み
た
の
で
、
こ
れ
が
ま
た
家
中
の
大

笑
ひ
で
し
た
。
自
分
に
と
っ
て
、
こ
れ
ま
た
意
外
の
成
功
と
い
う
べ
き
も
の

だ
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
」
と
い
っ
た
描
写
が
思
い
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、

人
間
の
営
み
と
い
う
も
の
が
何
も
わ
か
ら
ず
、
自
分
ひ
と
り
だ
け
が
変
っ
て

い
る
と
思
い
こ
み
、
不
安
と
恐
怖
に
襲
わ
れ
る
ば
か
り
で
、
「
人
間
に
対
す
る

最
後
の
求
愛
」
の
手
段
と
し
て
考
え
出
し
た
道
化
の
暗
さ
は
「
竹
青
」
に
は

見
ら
れ
な
い
。

〔
付
記
〕
　
本
稿
に
お
け
る
「
竹
青
」
の
引
用
は
『
太
宰
治
全
集
』
第
七
巻

（
筑
摩
書
房
　

一
九
九
八
年
十
月
）
に
拠
っ
た
。

注

（
注
1
）
両
者
の
比
較
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
太
宰
治
と
中
国
古
典
（
一
）
1

　
　
　
　
「
清
貧
諄
」
と
「
柳
斎
志
異
」
の
「
黄
英
」
と
の
比
較
1
」
（
「
近

　
　
　
　
代
文
学
論
集
」
　
第
三
七
号
　
二
〇
一
一
年
十
一
月
）
を
参
照
。

（
注
2
）
電
報
通
信
社
　
一
九
四
四
年
十
一
月
創
刊
。

（
注
3
）
菊
田
義
孝
　
　
「
『
竹
青
』
に
つ
い
て
の
思
い
出
」
　
　
「
太
宰
治
研

　
　
　
　
究
」
第
一
号
　
　
一
九
六
二
年
十
月
　
六
四
頁
。

（
注
4
）
「
獅
斎
志
異
『
竹
青
』
に
つ
い
て
～
太
宰
治
『
竹
青
』
と
の
比
較

　
　
　
　
…
」
　
「
集
刊
東
洋
学
」
　
第
二
十
九
号
　
一
九
七
三
年
六
月
　
一

　
　
　
　
七
三
頁
。

（
注
5
）
「
『
惜
別
』
の
意
図
」
　
『
太
宰
治
全
集
』
　
第
十
一
巻
　
　
筑
摩

　
　
　
　
書
房
　
一
九
九
九
年
三
月
。
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